
奈

良
奉

行

川

路
聖

護

の
植

樹

活

動

に

つ
い
て

鎌

田

道

隆

(
一
)
は
じ
め
に

享
和
元
年

(
一
八
〇

一
)
年
に
生
ま
れ
、
立
身
出
世
し
て
幕
末
政

界
で
人
間
味
あ
ふ
れ
る
活
躍
を
し
た
川
路
聖
護
は
、
慶
応
四
年

(
一

八
六
八
)

の
江
戸
城
開
城
の
日
に
自
殺
し
て
果
て
た
。
江
戸
幕
府
に

も

っ
と
も

忠
実
な
官
僚
で
あ

っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
川
路
聖
護

の
事
蹟
に

つ
い
て
は
、
四
番
目
の
妻
さ
と
と
は
じ
め
た
夫
婦
交
換
日

記
以
来

の
膨
大
な
日
記
風
近
況
報
告

の
書
簡
が
あ

っ
て
、
こ
れ
に
よ

っ
て
個
人
的
な
喜
怒
哀
楽
や
政
治
担
当
者
と
し
て
の
悩
み
や
苦
し
み

も
含
め
、
生
き
生
き
と
し
た
歴
史
叙
述
が
自
ら
の
筆
で
今
日
に
伝
え

ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
多
く
は

『川
路
聖
護
文
書
』
全
八
冊

　
ユ

リ

の
か
た
ち

で
公
刊
さ
れ
て
い
る
。

ハ
ノ
ご

川
路
聖
護

の
伝
記
と
し
て
は
、
川
田
貞
夫
氏
の

『川
路
聖
護
』
が

す
ぐ
れ
て
い
る
。
川
田
氏
は
早
く
か
ら
川
路
聖
護
に
注
目
さ
れ
、
実

に
詳
細
に
そ
の
事
蹟
を
わ
か
り
や
す
く
解
説

さ
れ
て
い
る
。
惜
し
む

ら
く
は
、
そ
の
著
書
が
公
刊
さ
れ
る
よ
り
も
早
く
平
成
七
年
に
川
田

氏
が
亡
く
な
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

奈
良
奉
行
川
路
聖
護
に
つ
い
て
は
川
田
氏

の
著
書
で
詳
し
く
論
じ

ら
れ
て
お
り
、
ま
た

『奈
良
市
史
』
通
史
三
で
も
若
干
記
述
さ
れ
て

い
る
。
私
も
か

つ
て

「遠
国
奉
行
の
着
任
と
離
任
-
奈
良
奉
行
川
路

へ
ぐ

　

　
う

　

聖
護
」
お
よ
び

「奈
良
奉
行
川
路
聖
摸
の
民
政
』
の
二
論
文
で
部
分

的
に
言
及
し
た
こ
と
が
あ
る
。

本
稿
で
は
、
川
路
聖
護

の
奈
良
に
お
け
る
事
蹟
の
う
ち
、
と
く
に

い
わ
ゆ
る
奈
良
公
園
の
植
樹
事
業
に
つ
い
て
考
察
し
て
お
き
た
い
。

こ
の
植
樹
事
業
に
つ
い
て
も
、
『奈
良
市
史
』
通
史
三
お
よ
び
川
田

貞
夫
氏

『川
路
聖
護
』
で
も
と
り
あ
げ
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
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単
な
る
事
蹟
の
紹
介
だ
け
で
な
く
、
植
樹
事
業

の
分
析
を
通
し
て
、

名
官
僚
川
路
聖
護
が
奈
良
に
お
い
て
成
長
し
た
こ
と
、
奈
良
が
川
路

聖
護
を
育
て
た
こ
と
に
言
及
し
よ
う
と
思
う
。

猿
沢
池
の
東
北
、
い
わ
ゆ
る
五
十
二
段
の
坂
を
登
り
き

っ
た
左
側

に

「植
桜
楓
之
碑
」
が
現
存
す
る
。
か
な
り
風
化
し
て
い
る
が
、
碑

文
は
川
路
聖
護
の
書
で
、
「植
桜
楓
之
碑
」

の
象
額
は

一
乗
院
宮
尊

応
法
親
王
の
染
筆
と
伝
え
る
。
少
々
長
文
で
あ
る
が
、
中
心
的
な
史

料
で
あ
る
の
で
、
川
田
氏
の

『川
路
聖
護
』
か
ら
、
そ
の
名
訳
を
か

　

も

か

げ

て
お

く

。

な

ら

こ
こ

寧

楽
の
都
た
る
、
古
よ
り
火
災
少
な
し
。
是
を
以
て
千
余
年

の

き

ぜ
ん

久

し
き

を

閲

し

て
、

婦

然

と

し

て
猶

存

す

る

も

の

、

枚

挙

に

い
ヒ
ま

や

ま
と

し

へ
き

逞
あ
ら
ず
。
そ
れ
大
和
国
は
天
孫
始
關
の
地
な
り
。
故
に
神

ゆ
う

こ

こ

有

り

て
、

或

い
は

之

れ

を

佑

護

す

る

か

。

且

つ
土

沃

え

、

民

ゆ
た
か

り
ょ
う
し
ん

饒

に
、
風
俗
淳
古
に
し
て
、
毎
に
良

辰
美
景
に
至
れ
ば
、
則

こ
う

さ

む
し
ろ

ち
都
人
権
を
摯
げ
て
、
興
福

・
東
大
の
二
大
刹
に
遊
び
、
莚
を

ゆ
う

き

か
ん

こ

ま
こ
と

げ
き
し
ょ
う

敷

き
席
を
設
け
て
遊
嬉
歓
娯
す
。
洵
に
撃

壌

の
余
風
、
太
平

の
楽
事
な
り
。
此
の
時
に
当
り
、
遠
遊
探
勝
の
者
、
亦
千
里
よ

に

さ
つ

か

ぼ
く

し
こ
う

り
至
る
。
故
に
二
刹
嘉
木
奇
花
多
し
。
而
し
て
宝
暦
中
に
桜
千

株

を
植
う
る
者
あ
る
も
、
侵
就
枯
槁
し
て
、
今
則
ち
僅
か
に
存

す

る
の
み
。
今
年
都
人
相
議
し
、
旧
観
に
復
さ
ん
と
欲
し
、
乃

ち
桜
楓
数
千
株
を
こ
刹
中
に
植
え
、
以
て
高
円

・
佐
保
の
境
に

よ
み

及

ぶ

。

一
乗

・
大

乗

の
両

門

跡

之

れ

を

嘉

し

、

賜

わ

る

に
桜

楓

ひ

ば
ん

ふ
う

こ

数
株
を
以
て
す
。
是
に
於
て
靡
然
と
し
て
風
を
仰
ぎ
て
之
れ
に

な

ら

う

つ
せ
ん

倣
う
者
相
継
ぎ
、
遂
に
蔚
然
と
し
て
林
を
成
す
。
花
時
玉
雪
の

か
ん
こ
う

た
の

艶
、
霜
後
酎
紅
の
美
、
皆
以
て
遊
人
を
娯
し
ま
せ
て
心
目
を

よ

ろ
こ

は
な
は
た

ま
さ

恰
ば
す

に
足
る
な
り
。
衆
人
喜
び
茜
し
く
、
将
に
建
碑
し
て

ろ
く

あ
や

ま

其

の
事
を
勒
さ
ん
と
し
、
記
を
余
に
請
う
。
余

謬

っ
て
寵
命

う

い
ん

り
ょ
う

を

承

け

、

此

の
地

に

ヂ

と

し

て
既

に

五

年

、

幸

い

に

し

て

僚

そ

く
か
く
こ
ん

じ
ゅ
ん
こ
う

が

ち

属
恪
勤
、
風
俗

醇

厚
に
由
り
、
職
事

暇
多
し
。
優
遊
臥
治
す

れ
い

こ

せ

ナ
と
う

れ
ど
も
、
累
歳
滞
獄
な
く
、
囹
圏
時

に
空
し
。
国
中
の
窺
盗
亦

し

こ

ロつ

過
半
を
減
ず
。
是
に
由
り
て
官
属
吏

に
賞
賜
す
。
而
し
て
都
人

亦
以
て
其

の
楽
し
み
を
楽
し
む
を
得
。
況
ん
や
今
此
の
挙
有
る

や
、
唯
に
都
人
の
其
の
楽
を
得
る
の
み
な
ら
ず
し
て
、
四
方
の

あ
い
と
も

う

き
ん
え
き

来
遊
の
者
も
亦
相
与
に
其
の
楽
し
み
を
享
く
。
之
れ
余
の
欣
澤

や

あ
た

し
か

し
て
已
む
能
わ
ざ
る
所
な
り
。
然
れ
ど
も
歳
月
の
久
し
き
、
桜

こ

こ

セつ

楓
は
枯
槁
の
憂
無
き
こ
と
能
わ
ず
。
後
人
若
し
能
く
之
れ
を
補

わ
ば
、
則
ち
今
日
遊
観
の
楽
し
み
、
以

て
百
世
を
閲
し
て
も
替

わ
ら
ざ
る
べ
し
。
之
れ
又
余
の
後
人

に
望
む
所
な
り
。
故
に
辞

こ
れ

せ

ず

し

て
之

れ

を

記

し

、

以

て
諸

を

碑

に

勒

す

。

一
乗

法

王

、

せ
ん
ろ
う

為
に
其
の
額
に
題
す
。
余
の
文
の
議
随
は
観
る
に
足
ら
ず
。
然
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れ
ど
も
法
王
の
親
翰
、
則
ち
桜
楓
を
し
て
光
華
を
増
さ
し
む
る

に
足
ら
ん
。

嘉
永
三
年
歳
次
庚
戌
三
月

寧
楽
サ
従
五
位
下
左
衛
門
尉

源
朝
臣
聖
摸
撰
井
書

な
お
、

こ
の
碑
に
は
、
植
樹
活
動
に
参
加
し
た
多
く
の
奈
良
市
民

の
名
が
刻
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は

『奈
良
市
史
』

　
　

　

通
史
三
に
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

(
二
)
多
聞
山
等
御
林
山
の
植
林

先
学
の
研
究

で
は
、
『植
桜
楓
之
碑
」
を
論
じ
る
に
あ
た

っ
て
、

木
を
植
え

る
と

い
う
視
点
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
必
ず
御
林
山

の
植
林

に

つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
『奈
良
市
史
』
で
は
植
桜
楓
之
碑
の
見

出
し
を
た

て
、
現
在
の
奈
良
公
園
の
緑
化
運
動
に
と
り
く
ん
だ
川
路

聖
護
の
功

績
を
た
た
え
る
論
調
の
な
か
で
、
「聖
摸
は
も
と
も
と
緑

の
保
護
に
は
熱
心
で
、
就
任
早
々
に
春
日
山
の
官
林
に
み
ず
か
ら
の

寄
附
を
含
め
て
五
〇
万
本
の
苗
木
を
植
え
さ
せ
た
こ
と
も
あ
り
」
と
、

へ
　

　

紹
介
し
て
い
る
。
川
田
氏

『
川
路
聖
護
』
で
は
、
植
樹

・
植
林
の
項

を
た
て
て
、
「
聖
護
は
生
来
、
花
や
樹
木
を
好
み
、
普
段

の
生
活
や

季
節
の
移
ろ
い
の
な
か
で
、
梅

・
桜
の
開
花
な
ど
に
敏
感
に
反
応
を

示
し
た
」
、
「
そ
う
し
た
想

い
が
政
策
と
結
び
付

い
て
、
大
規
模
な
植

樹

.
植
林
事
業

へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
。
そ
の

一
つ
が
、
奉
行
所
付

属
の
多
聞
山
御
林
の
植
林
で
あ
る
。
そ
の
経
緯
は
未
詳
で
あ
る
が
、

要
す
る
に
御
林
の
樹
木
が
奉
行
所
の
諸
経
費

の
調
達
を
賄

っ
た
り
、

薪
炭
に
利
用
す
る
た
め
濫
伐
さ
れ
て
山
が
荒
れ
る
の
を
見
か
ね
て
、

二
番
与
力
の
羽
田
鎌
右
衛
門
と
相
談
の
上
、

つ
い
に
植
林
す
る
こ
と

に
踏
み
き

っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
時
に
植
樹
さ
れ
た
苗
木
は
五
十

万
本
に
及
ん
だ
と
い
い
、
聖
護
が
詠
ん
だ
歌

一
首
が
詞
書
と
と
も
に

残

っ
て
い
る
。

奈
良
の
司
に
つ
け
る
林
の
あ
り
た
れ
ば
、
苗
木
五
十
万
あ
ま
り

植
え
さ
せ
け
る
と
き

あ
す
し
ら
ぬ
身
と
し
る
か
ら
も
き
み
の
た
め

世
の
為
後

の
た
す
け
と
そ
す
る
」

へ
り

　

と
、
や
や
詳
し
く
述
べ
て
い
る
。

い
ず
れ
も
川
路
聖
護
が
植
林
と
い
う
も
の
に
深
い
理
解
を
も

っ
て

い
た
こ
と
の
証
と
し
て
官
山

へ
の
植
林
を
紹
介
し
て
、
現
奈
良
公
園

地

へ
の
植
樹
に
言
及
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
と

っ
て
い
る
。
た
だ
官

山
の
場
所
が
春
日
山
と

い
い
、
ま
た
多
聞
山
と
な
っ
て
い
る
が
、
両

地
と
も
御
林
山
で
は
あ
る
も
の
の
全
く
異
な
る
場
所
で
あ
る
。
さ
ら

に
植
林
の
時
期
も

『奈
良
市
史
』
は
就
任
早
々
と
言

い
、
川
田
氏
は
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「経
緯
は
未
詳
」
と
し
て
い
る
。

た
だ
結
論
か
ら
先
に
言
え
ば
、
東
大
寺

・
興
福
寺
境
内
等

へ
の
植

樹
事
業
と
御
林
山

へ
の
植
林
と
は
同
じ
思
想
線
上
に
は
な

い
の
で
は

な
い
か
と
思
う
。
御
林
山

の
植
林
は
、
林
産
資
源
の
活
用
と

い
う
か

植
林
し
た
も
の
を
の
ち

の
ち

に
伐
採
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い

る
。

い
っ
ぽ
う
の
東
大

・
興
福
寺
両
境
内
等

へ
の
植
樹
は
、
憩
え
る

環
境
と
し

て
の
緑
化
に
か
か
わ

っ
て
い
る
。

山
林
の
伐
採
の
経
験
と
い
う
点
で
は
、
聖
漠
は
す
で
に
天
保
九
年

(
一
八
三
八
)
に
江
戸
城
西
丸
普
請
の
用
材
伐
採
の
責
任
者
と
し
て

木
曽
に
入

っ
て
仕
事
を
し
て
い
た
。
そ
し
て
奈
良
奉
行
と
し
て
着
任

し
た
弘
化

三
年

(
一
八
四
四
)
の
五
月
二
十

一
日
に
新
任
奉
行
の
領

内
巡
検
で
訪
れ
た
春
日
奥
山
の
御
林
山
で
、
東
本
願
寺

の
た
め
の
材

ぬ

げ

木
の
伐
採

最
中
の
現
場
を
確
認
し
て
い
る
。
ま
た
奈
良
奉
行
在
任
中

の
嘉
永
二
年

(
一
八
四
九
)
閏
四
月
五
日
に
は
、
与
力

・
同
心
た
ち

の
お
手
当
と
し
て
自
ら
御
林
山
の
材
木
伐
取
り
を
幕
閣

へ
願
い
出
、

許
可
を
も

ら

っ
て
売
木
し
た
こ
と
を
日
記
に
記
し
て
い
る
。

こ
の
奉
行
所
経
費
捻
出
の
た
め
の
御
林
山

の
伐
採

の
記
事

に
続
け

て
、
聖
摸

は

「奉
行
所
之
明
地
馬
場
之
は
し
迄
臼杉
檜
之
苗
木
を
植

附
て
、
日

々
百
姓
共
来
り
、
く
さ
を
取
、
手
入
を
す
る
こ
と
畑
の
こ

と
し
。
健
左
衛
門
七
十
四
、
五
歳
ま
で
も
存
生
な
ら
ば
、
御
は
や
し

は
壼
万
両
は
か
り
の
山
に
後
年
に
は
い
た
る

へ
し
。
凡
而
大
和
の
も

　に

の
地
力
を

い
た

つ
ら
に
せ
ぬ
こ
と
、
関
東
と

は
大
に
こ
と
也
」
と
、

伐
採
後
の
御
林
山
へ
植
え

つ
け
る
た
め
の
苗
木
の
仕
立
て
に
、
百
姓

た
ち
も

一
緒
に
な

っ
て
取
り
く
ん
で
い
る
こ
と
、
二
番
与
力
の
羽
田

健

(鎌
)
左
衛
門
の
才
智
と
努
力
で
、
羽
田
が
長
生
き
し
た
ら
御
林

山
も
立
派
に
成
育
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
と

い
う
感
想
を
の
べ

て
い
る
。
と
く
に
、
大
和
の
人
々
が
植
林
に
熱
心
で
あ
る
こ
と
も
付

記
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
御
林
山
へ
の
植
林
は
木
材
資
源
の
確
保
の
た
め
の
事

業
で
あ
り
、
こ
う
し
た
植
林
思
想
は
江
戸
時
代
の
後
期
に
は
、
か
な

り

一
般
化
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
何
十
年
後
か
の
子
孫
の
た
め

に
植
林
事
業
を
実
施
し
た
こ
と
は
、
高

い
評
価
を
あ
た
え
ら
れ
て
よ

い

。

(三
)
桜
楓
の
植
樹
運
動
と
奈
良
の
風
俗

さ
き
に
あ
げ
た

「植
桜
楓
之
碑
」
文
に
あ

る
東
大
寺

・
興
福
寺
境

内
等
に
お
け
る
植
樹
は
、
御
林
山
の
植
林
と
は
全
く
異
な
る
思
想
に

根
ざ
し
て
い
る
。
宝
暦
年
中
の
桜
千
株
の
植
樹
に
つ
い
て
は
、
聖
漠

の
時
代
に
は
伝
承
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
今
日
で
は
全
く
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の
未
詳
と

い
っ
て
よ
い
。
そ
の
事
実
解
明
に
つ
い
て
は
今
後

の
研
究

に
侯
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
聖
護
の
時
代
に
は
宝
暦
年
中

(
一

七
五

一
～
六
三
)
に
植
樹
さ
れ
た
と
い
う
桜
も
ほ
と
ん
ど
消
滅
し
て

い
た
と

い
う
。
碑
文
か
ら
は
、
こ
の
宝
暦
年
中
の
植
樹
活
動
と
い
う

も
の
に
注

目
し
た
こ
と
に
よ
る
嘉
永
年
中

(
一
八
四
八
～
五
四
)
の

植
樹
事
業

と

い
う
印
象
も
う
け
る
が
、
は
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う

か
。聖

護
は
碑
文

の
な
か
で
、
奈
良
は
歴
史
の
古
都
で
あ
り
、
そ
の
遺

風
は
千
余
年
の
久
し
き
を
経
て
な
お
存
続
し
て
い
る
。
民
は
生
活
に

余
裕
が
あ
り
、
純
朴
で
、
興
福
寺
や
東
大
寺
の
境
内
に
弁
当
を
も

っ

て
遊
び
、
莚
を
敷

い
て
楽
し
む
の
を
常
と
す
る
。
ま
た
遠
く
か
ら
同

地
を
探
勝
す
る
も

の
も
訪
れ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
の
に
、
同
地
の

良
木
花
樹
が
枯
死
し
残
念
な
光
景
と
な
っ
て
い
た
と
評
し
て
い
る
。

聖
護

の
植
樹
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
き
、
碑
文
に
あ
る
よ
う

に
、

野
山
や
戸
外

へ
出
か
け
て
自
然
を
楽
し
む
と
い
う
奈
良
の
風
俗

へ
の

理
解
を
第

一
に
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
そ
し
て
、
そ
う

し
た
自
然
を
楽
し
む
と
い
う

こ
と
を
聖
護
自
身
が
深
く
体
験
し
、
そ

の
す
ば
ら
し
さ
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
さ
ら
に
重
要
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
聖
護
が
生
来
そ
う
し
た
感
覚
を
も

っ
て
い
た
と

い
う
こ

と
は
で
き
な

い
。
豊
後
国
日
田
の
代
官
所
の
属
吏
の
子
と
し
て
生
ま

れ
た
聖
護
で
あ
る
が
、
少
年
時
代
か
ら
は
江
戸
で
都
市
生
活
を
送

っ

て
い
た
こ
と
に
よ
り
、
む
し
ろ
自
然
を
楽
し
む
と
い
っ
た
感
覚
は
失

い
か
け
て
い
た
と
い
え
る
。
奈
良
で
の
生
活

が
聖
護
を
変
え
た
こ
と

は
間
違

い
な

い
。

聖
護
は
奈
良
奉
行

の
就
任
に
つ
い
て
、
中
央
政
界
か
ら
田
舎

へ
の

左
遷
同
様
に
思
い
、
不
満
で
あ

っ
た
と
い
わ
れ
、
奈
良
に
赴
任
し
て

き
た
当
初
、
何
事

に
つ
け
、
相
当
に
強

い
違

和
感
を
も

っ
て
い
た
。

た
と
え
ば
、
弘
化
三
年

(
一
八
四
六
)
三
月
二
十
二
日
、
奈
良
に
着

任
後
三
日
目
に
春
日
社
参
拝
等
の
折
、
若
草

山
の
麓
を
通
り
、
「若

く
さ
山
と

い
ふ
所
の
麓
を
通
る
。
な
の
如
く
石
も
木
も
な
き
わ
か
く

さ
し
け
り
た
る
山
也
。
こ
こ
は
わ
ら
ひ
摘
近
郷
の
も

の
の
遊
山
す
る

所
也
と

い
ふ
。
月
の
頃
虫
の
音
思
い
や
ら
る
。
け
ふ
み
る
も
の
い
つ

へ
ね

　

れ
も
古
雅
な
ら
ぬ
は
な
く
、
い
つ
れ
も
驚
こ
と
也
」
と
、
奈
良

の
地

の
古
雅
な
る
こ
と
は
認
め
つ
つ
も
、
秋

の
若

草
山
の
虫
の
音
に
は
さ

ぞ
苦
し
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と
述
べ
た
り
し

て
い
る
。

そ
う
し
た
な
か
で
、
割
合
に
早
く
か
ら
奈

良
人
の
風
俗
に
つ
い
て

正
確
な
認
識
を
も
ち
は
じ
め
て
い
た
よ
う
で
、
弘
化
三
年
四
月
九
日

付
で

「け
ふ
女
子
供
其
外
影
、
春
日
其
外
江
参
詣
に
出
た
り
。
若
く

さ
山
の
麓
は
武
蔵
野
を
か
け
て
、
人
多
く
集

り
、
子
供
ら
か
鬼
わ
た

し
に
緋
の
け
た
し
か
長
嬬
衿
か
を
着
、
上
着

は
か
り
ま
く
る
あ
け
た
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る
女

、

か

か

る

く

さ

わ

き

か

け

廻

り

、
或

は

膳

椀

ま

て
持

来

り

、

円

居

し

て
飯

く

ひ

其

外

す

。

い

つ

・
に
重

箱

さ

け

て
来

れ

る

な

と

も

み

　
け

　

へ
、

わ

ら

ひ

摘

も

あ

り

、

至

而

に
き

や

か

也
」

と

記

し

て

い
る

。

ま

た
嘉

永

二

年

(
]
八

四
九

)

九

月

の
法

蓮

村

に

お

け

る

与

力

同

心

た

ち

を

中

心

と

す

る

花

火

打

ち

上

げ

の
見

物

に

関

連

し

て
も

、

「
例

の

野

原

に

て

め

し

を

く

ふ

こ
と

を

好

む

十

地

な

れ

は

、
所

々

に
影

出

て

、

酒

の

み

歌

ひ

舞

ふ
も

あ

り

て
、

其

さ

ま

陣

中
夜

か

・
り

の
こ

と

く

も

み
え

、
畑

中

に

て
、

よ

る

酒

の

み
た

る
躰

は

、

狐

に

は

か

さ

れ

た

る

め

躰

も

有

」

な

ど

と

、

自

然

の
中

で

の
飲

食

や

遊

び

を

、
奈

良

の
人

々

が
と

く

に
楽

し

む

風

俗

を
も

っ
て

い
る

こ
と

を

記

し

て

い

る
。

野

原

に

出

て
円

居

し

て
飯

を

く

う

風

俗

と

し

て

、

江

戸

と

は

か

な

り

趣

を

異

に

す

る

と

感

じ

て

い
る

わ

け

で
あ

る

が

、

江

戸

中

期

以

降

の

こ
う

し

た
奈

良

の
風

俗

に
、

聖

護

自

身

が

は
ま

っ
て

い
く

と

い
う

か

馴

染

ん

で

い
く

よ
う

に
な

る

。

単

に
馴

染

ん

で

い
く

と

い
う

よ

り

は

、

四

季

の
移

り

か

わ

り

や

奈

良

の
自

然

の
美

し

さ

に
魅

せ

ら

れ

、

こ

の

こ
と

を

深

く
愛

す

る

よ
う

に
な

る

の

に
、

そ

ん

な

に
時

間

は

か

か

ら

な

か

っ
た
と

い
う

べ
き

で
あ

ろ
う

。

そ

れ

に

は

二

つ

の
要

因

が

あ

っ
た

。

そ

の

ひ
と

つ
は
妻

さ
と

や

二

男

市

三
郎

は
も

と

よ

り
養

父

母

そ

し

て
身

内

と

も

い
う

べ
き

用

人

・

女

中

ら

の
家

族

と

と
も

に
奈

良

に
赴

任

し

た

こ
と

で
あ

る
。

そ

し

て

も
う
ひ
と

つ
は
、
そ
う
し
た
大
家
族
が

一
緒

に
な

っ
て
、
広
く
て
花

木
の
曲豆
か
な
奈
良
奉
行
所

の
敷
地
の
な
か

で
生
活
し
た
こ
と
で
あ

る
。

(四
)
奉
行
所
の
庭

奈

良

奉

行

所

の
印

象

に

つ

い

て
、

「
奈

良

の
御

役

所

玄

関

前

は

立

派

な

る

こ

と

に

て
、
表

向

は

長

屋

門

・
玄

関

・
太

鼓

や
く

ら
等

に
至

る
迄

、
悉

つ

・
瓦

葺

に

て

五

、

六
萬

石
位

の
大

名

の
立

派

な

る
か

こ

と

し

」

と

奈

良

到

着

の

日

に

、

聖

護

は

そ

の
印

象

を

の

べ

て

い
る

。

ま

た

つ
づ

け

て

「
庭

は
大

松

一
か

ー

え
二

か

ー

え
も

あ

る
松

其

外

小

松

迄

も

、

二
十

本

も

あ

る

へ
し

。

さ

く

ら

さ

か
り

に

て
、

泉

水

の
け

し
き

よ

ろ

し
」

と

、
折

し
も

桜

の
満

開

の
時

期

で
も

あ

っ
て
、

と

く

に
庭

の
景

観

の
よ

さ

に

は
満

足

し
た

様

子

も

伝

え

て

い
る
。

奉

行

役

宅

の
前

に

は
池

が
あ

り

、

小

高

い
築

山

も

あ

り

、

築

山

の
う

し

ろ

に

は

芝

原

が
あ

っ
た
。

こ

の
庭

は

早

々
か

ら

聖

護

の
な

ぐ

さ

み

の
場

と

な

っ
た

よ
う

で

、
着

任

後

二

ヵ
月

に
も

な

ら

な

い
弘

化

三

年

(
一
八

四

六

)

五

月

十

二

日

の
日

記

に

「
わ

か

居

間

よ

り

飛

石
伝

へ
に

て
、

泉

石

の

ふ
ち

の
芝

問

」
行

は

、

大

成

平

石

居

へ
あ

り

。

其

わ

き

に

大

　
マ

マ

松

あ

り

。

高

さ

八

、

九

尺

も

あ

る

へ
し

や

、

枝

ま

て
は

六

尺

程

に
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て
、

凡
枝

左
右

へ
、

広

き

所

に
而

は

八

間

は

か
り

に

広

が

り

、

泉

水

の
水

に

ひ

た

る
程

の

し

つ
枝

も

あ

り

、
そ

こ
は

わ

か

お

り

に

ふ

れ

て

、

ド
　

ひ

と

り

茶

を

烹

、

こ

こ

ろ
慰

む

所

也

」

と

書

い

て

い
る

。

と

こ

ろ

が

、

こ

の
奉

行

所

の
庭

に
入

り

こ

ん

で
く

る
も

の
た

ち

が

い
た

。

そ

の

ひ
と

つ
は

、

奈

良

春

日
社

の
神

鹿

で
あ

る
。

奉

行

所

入

り

し

て

文

字

ど

お

り

問

も

な

い
三

月

二

十

一
日

、

聖

護

は

「
庭

"
鹿

参

る

。

鹿

は

露

を

の

み
霞

を

く

ら

ひ

、

仙

家

の
友

と

き

・
し

か

、

人

家

の
犬

に

見

合

而

は

(
中

略

)
、

馬

鹿

の

か

た

わ

れ

、

さ

も

あ

る

へ

し

。

し

か

れ

と

も

庭

の

つ
き

山

の
う

へ
な

と

、

あ

ち

こ
ち

歩

行

さ
ま

　
む

は

、

さ

す

か

犬

の
類

に
は

あ

ら

さ

る

也

」

と

、

庭

内

の
鹿

に

.
種

の

風

情

を

見

て

い
る

。

と

こ

ろ

が

そ

の

四

日

後

に
は

、

「
鹿

め

つ
ら

し

き

故

に

、

庭

へ
い
る

こ
と

を

ゆ

る

し

置

た

る

う

ち

に
、

い

つ
し

か

前

栽

も

の

・
葉

を

み

な

く

は

れ

た

り

。

よ

く

聞

に

、

鹿

は

門

内

に

い
れ

　
　

　

ぬ
こ
と

の
よ
し
」
、
鹿
害

の
小
さ
く
な
い
こ
と
を
眼
の
あ
た
り
に
し

て
い
る
。
こ
の
の
ち
聖
護

一
家
は
庭
内
に
つ
く

っ
た
疏
菜
畑
の
作
物

を
鹿
か
ら
守
る
た
め
に
、
大
騒
ぎ
を
す
る
こ
と
に
な
る
。

聖
護

の
日
常
生
活
の
場
で
あ
る
奉
行
所
庭
内

へ
入
り
こ
ん
で
く
る

も

の
の
ひ
と

つ
は
、
奈
良
の
市
民
で
あ

っ
た
。
奉
行
所
の
敷
地
内
に

は
二

つ
の
稲
荷
社
が
祀
ら
れ
て
お
り
、
稲
荷
祭
に
は
多
勢
の
市
民
が

参
詣
し

て
祭
礼
が
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
、
奉
行
所
側
も
理
解
と
協
力
を

す
る
と
い
う
伝
統
行
事
が
あ

っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
聖
護
は
当

初
は
嫌
悪
感
を
示
し
、
多
大
な
無
駄
金
の
出
費
だ
と
し
て
、
本
心
は

中
止
さ
せ
た
い
が
極
力
小
規
模
な
も
の
と
す
る
な
ら
ば
黙
認
し
よ
う

　
ハ

　

と

い
う
態
度
を
と

っ
て
い
た
。
し
か
し
、
着
任
三
年
目
の
弘
化
五
年

二
月

一
日
の
稲
荷
祭
で
は
石
灯
籠

一
基
と
紅
梅

一
本
を
自
ら
奉
納

し
、
百
年
後
の
参
詣
者
た
ち
の
た
め
で
あ

る
と
、
市
民
と
と
も
に
楽

　そ

し
む
と

い
う
姿
勢

へ
と
変
化
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
奈
良
人

の
風
土
へ
の
理
解
が
進
ん
で
い
っ
た
背
景
に

は
、
奉
行
所
庭
内
に
お
け
る
家
族
同
様
の
聖
護

一
家
の
大
団
樂
が
あ

っ
た
。
弘
化
三
年
五
月
二
日
の
日
記
に
、
妻
さ
と

の
心
く
ば
り
で
、

同
行
し
た
養
父
母
や
用
人

・
女
中
ら
の
家
族
に
田
楽
を
ふ
る
ま

っ
た

折
、
「
わ
れ
は
暮
頃
近
く
よ
り
庭
の
芝
生
・
例
の
皮
を
し
き
て
、
こ
ん

ろ
土
瓶
持
出
し
、
み
か
さ
山
あ
た
り
み
や
り
、
其
外
庭
の
か
き

つ
は

　
お

　

た

水

へ
う

つ
る

つ

・
し

の
花

を

み
居

た

り

」

「市

三
郎

来

り

け

れ

は

、

　
　

　

か

、
る

庭

の
け

し

き

い
か

に
お

も

し

ろ
し

と

い
ひ

し

に
」

な

ど

、

着

任

後

の
初

夏

の

こ

ろ
か

ら

庭

の
泉

水

、

芝

原

、

林

間

な

ど

を

楽

し

み

は

じ

め

た

こ

と

が

見

え

て

い

る
。

こ

の
こ

ろ
、

金

魚

屋

が

く

る
と

、

　
お

　

金
魚
や
緋
鯉
を
買

っ
て
庭
の
池
に
は
な
し
た
り
、
佐
保
川
畔
か
ら
も

　ゆ

っ
て
き
た
蛍
を
泉
水
に
放
し
て
夜
を
楽
し
ん
だ
り
、
池
の
涼
み
台

へ

　げ

出

て
虫

の
音

を

聞

い
た

り

し

て

い
る

。
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御
奉
行
様

一
家

の
奉
行
所
内
で
の
生
活
を
ね
ぎ
ら
う
か

の
よ
う

に
、
奈
良

の
市
民
か
ら
も

い
ろ
い
ろ
な
届
け
物
が
あ

っ
た
。
出
入
り

の
油
屋
か
ら
花
桶

へ
入
れ
た
夏
葡
萄
と
百
合
の
花
が
届
け
ら
れ
た
と

き

に
は
、
「
こ
こ
の
も
の
は
、
か
る
き
も
の
も
か
く
風
流
を
好
む
と

　
　

　

み

え

た

り

」

と

書

い
た

。

ま

た

八

百

屋

が

き

ゅ
う

り

の
鉢

植

を

も

っ

　
　

モ

て
き
て
く
れ
た
り
し
て
い
る
。
日
常
生
活
の
な
か
に
積
極
的
に
自
然

を
取
り
込
も
う
と
し
て
い
る
奈
良
の
人
々
と
触
れ
合
う
こ
と
で
、
川

路
聖
摸
も

し
だ

い
に
違
和
感
な
く
、
そ
う
し
た
雰
囲
気
を
肯
定
し
、

自
ら
も
楽
し
む
よ
う
に
な

っ
た
。

奈
良
奉
行
着
任
後
最
初
の
奈
良
で
の
名
月
鑑
賞
と
な

っ
た
弘
化
三

年
の
八
月
十
五
日
、
「
わ
か
く
さ
山

の
頂
、
日
の
い
る
と

・
も
に
ほ

の
め

き

て
、

み

る

く

月

か

け

み

え

初

た

り

」

と

い
う

名

月

を

「あ

れ
あ
れ
」
と
い
い
な
が
ら
縁
側
や
庭
の
築
山
の
あ
た
り
か
ら
、
子
供

や
女
中
た
ち
ま
で
も

「月
を
め
つ
る
」
。
こ
う
し
た
光
景
は

「明
月

　
　

ぬ

の
故
な
る

へ
し
」
と
聖
護
は
書
い
た
が
、
実
体
は
紅
葉
や
桜
は
も
と

よ
り
、
暑

い
と

い
っ
て
は
庭
に
出
、
寒
い
と
い
っ
て
は
落
ち
葉
を
焚

い
て
、
奉
行
所
の
庭
の
自
然
を
皆
ん
な
が
楽
し
み
は
じ
め
て
い
た
と

い
う
点
こ
そ
重
要
で
あ
ろ
う
。

ヘカ
　
か
ソ

お

さ
と

な

と

、

い
ま

た

鹿

の
な

く

音

を

さ

た

に
き

か
す

、

よ

っ

て

六
半

こ

ろ

よ

り

市

三

郎

・
誠

一
に
薄

へ
り

を

為

持

、
庭

の
山

a

月

の

の

ほ

る
を

ま

ち

な

が

ら

、

ま

つ
の
枯

枝

落

葉

な

ど

芝

問

に

あ

る

を

、

中

間

が

捨

置

し

、

く

ま

て

に

て
か

き

集

め

し

に
、

し

ば

し

の
間

に
多

く

あ

つ
ま

り

た

り

、

よ

つ
て
焚

火

に
あ

た

り

居

し

に

み

か

さ

山

わ

か

く

さ

山

の
あ

た

り

に

て
、

鹿

頻

に

な

く

、

一
時

は

か

り

の
う

ち

に
九

た

ひ

程

聞

た

り

、

さ

保

山

の
麓

な

る

さ

ほ

川

は

、

布

さ

ら

す

と

こ

ろ
な

れ

は

、

所

々

の
砧

遠
き

も

近

き

も

ま

に

く

き

こ
え

、

村

く

も

の
う

ち

に
月

さ

し

の
ほ

り

た

る

は

、

秋

の
け

し
き

十

二

分

の

こ
と

に

て
、

火

を

焚

を

み

て
、

お

さ

と

は

わ

た

入

か

さ

ね

に

て
、

蒲

団

を

携

来

り

、

山

の
大

成

　
れ

石
の
上
に
坐
し
、
父
上
も
御
出
に
て

(後
略
)

名
月
を
見
、
鹿
の
声
を
聞
き
、
遠
く
近
く

の
佐
保
川
畔
の
晒
を
う

つ
砧
の
音
を
も
と
め
て
、
家
族
た
ち
が
庭

へ
と
出
て
く
る
。
中
秋
の

寒
さ
を
し
の
ぐ
た
め
に
、
落
ち
葉
や
枯
枝
を
集
め
て
焚
火
を
た

い
た
。

名
月
だ
か
ら
で
は
な
く
、
奈
良
奉
行
所
の
庭

の
自
然
の
魅
力
を
認
め

は
じ
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
歌
も

つ
く
り
た
く
な

っ
た
。

同
日
の
日
記
に
、
聖
護
が
誠

一
小
僧
と
よ
ぶ
少
年
が
庭
の
西
南
の
隅

の
土
地
に
す
す
き
が
茂

っ
て
い
て
風
情
が
よ

い
と
い
う
の
で
、
誠

一

少

年

と

と

も

に

見

に

い

っ
た

こ
と

、

「
風

の
ま

に

く

う

ち

ま

ね

く
　
　

ゴ

は

得

も

い
は

れ

ぬ
け

し

き

」
で
あ

っ
た

こ
と

な

ど

も

記

さ

れ

て

い
て
、

自

然

へ
の
関

心

を

奉

行

所

庭

内

で

い

っ
そ
う

高

め

て

い
る
。
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そ
し
て
ま
た
、
庭
で
の
飲
食
の
楽
し
さ
も
、
家
族
で
味
わ

っ
た
。

弘
化
四
年

正
月
二
十

一
日
に
は

「晴
至
て
の
と
か
也
、
ひ
る
頃
父
上

は
庭
の
築

山

へ
行
て
、
さ
保
山
か
す
か
山
の
か
す
み
を
御
覧
あ
り
て
、

　
お

　

興
に
入
ら
せ
ら
れ
て
、
莚
を
敷
て
御
酒
あ
り
」
と
か
、
同
年
二
月
二

十
七
日
に
も

「け
ふ
は
至
て
う
ら
く

な
る
天
気
也
、
父
上
堪
兼
や

し
給
ひ
け

む
、
庭
の
山
の
さ
く
ら
花
の
下
H莚
を
し
か
せ
、
こ
ん
ろ

な
と
御
持
出
し
に
て
、
池
の
お
し
か
も
あ
る
は
、
春
日
山
の
か
す
み

な
と
御
覧
被
成
な
か
ら
、
御
酒
被
召
上
た
り
、
(中
略
)
わ
れ
は
書

物
な
と
あ

り
て
中
々
御
相
手
も
不
出
来
、
勿
論
酒
も

の
ま
ぬ
事
故
、

お
さ
と
拝
民
蔵
を
名
代
に
差
出
し
た
り
、
大
に
御
喜
ひ
に
て
庭
の
つ

く
し
よ
め
な
其
外
た
こ
の
足
く
ら
ひ
の
こ
と
に
て
、
み
な
く

御
相

　
ゆ

　

手
を
す
る
」
と
春
か
す
み
を
楽
し
む
家
族
た
ち
を
、
聖
護
は
満
足
そ

う
に
描

い
て
い
る
。

さ
ら
に
同
月
二
十
九
日
の
日
記
に
も

き

の
ふ
天
気
に
付
お
さ
と
の
考
に
て
、
下
女
共
に
貞
助
方
之
小

児
え

い
は
ひ
の
強
飯
を
、
庭
の
築
山
に
て
茶
を
た
て
給
さ
す
る
。

み
な
喜
ひ
て
、
お
さ
と
か

い
ひ
て
、
鬼
わ
た
し
な
と
築
山
の
う

ら

の
芝
地
に
て
さ
す
る
。
め
つ
ら
し
く
お
さ
と

の
笑
顔
な
と
、

　
あ

　

表
の
居
間
へ
聞
ゆ
る

と
認
め
て

い
る
。
病
弱
な
妻
さ
と
が
、
女
中
や
子
供
た
ち
と
庭
に
出

て
食
事
を
さ
せ
、
お
に
ご

っ
こ
遊
び
な
ど
を
さ
せ
る
。
そ
し
て
、
そ

の
時
の
久
し
ぶ
り
の
妻
の
笑
顔
を
仕
事
中
の
表
の
居
間
か
ら
聖
護
が

聞

い
て
い
る
。
聖
護
が
幸
せ
な
気
持
に
な

っ
て
い
る
の
が
よ
く
わ
か

る
。
も
ち
ろ
ん
聖
護
自
身
も
、
し
ば
し
ば
そ
う
し
た
楽
し
み
の
輪
に

入

っ
て
い
る
。
同
年
五
月
四
日
の
日
記
に

「き
の
ふ
は
天
気
よ
き
故

に
、

一
年
に
両
度
は
の
む

へ
し
と
定
め
し
酒
を
、
例
の
山
の
上
に
の

　
　

　

ほ
り
て
の
み
た
り
」
と
、
庭
の
築
山
の
あ
た
り
を
酒
を
楽
し
む
場
所

に
選
ん
で
い
る
。
こ
の
時
は
、
築
山
の
う
し

ろ
に
あ
る
芝
原
で
二
男

の
市
三
郎
と

「早
走
り
」
の
競
争
を
し
て
、
市
三
郎
は
す
ぐ
に
息
切

ヘヤ

れ

し

て

「
何

分

虚

弱

」

な

と

こ
ろ

が

あ

る

な

ど

と
書

い
て

い
る
。

(五
)
の
ち
の
た
め
の
植
樹

奈
良
の
者
は
野
原
に
出
て
、
円
居
し
て
飯
を
食
う
の
を
よ
ろ
こ
ぶ

習
慣
を
も

っ
て
い
る
と
、
第
三
者
的
に
観
察

し
て
い
た
聖
摸
で
あ
る

が
、
自
然
豊
か
な
奈
良
奉
行
所
の
庭
で
、
四
季
の
景
色
や
気
候
を
楽

し
み
、
自
ら
が
庭
に
出
て
莚
を
敷

い
て
、
団
簗
を
す
る
よ
う
に
変
化

し
て
い
っ
た
。
く
り
か
え
し
に
な
る
が
、
単
身
赴
任
で
は
な
く
、
家

族
と
も
ど
も
奈
良

へ
着
任
し
た
こ
と
、
生
活

の
場
で
あ

っ
た
奈
良
の

御
役
所
の
す
ば
ら
し

い
自
然
が
、
聖
護
を
し
て
奈
良
人
と
同
じ
よ
う
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な
風
俗

に
そ
め
あ
げ
た
と

い
え
る
と
思
う
。
聖
護
が
楽
し
ん
だ
生
活

環
境
と
し
て
の
自
然
は
、

い
わ
ゆ
る
大
自
然
で
は
な
く
、
人
間
が
人

間
の
た
め
に
つ
く
り
あ
げ
た
自
然
で
あ
り
、
当
然
そ
れ
な
り
の
手
入

れ
や
管

理
を
不
可
欠
と
す
る
作
為
的
自
然
で
あ

っ
た
。

奈
良

で
は
東
大
寺
や
興
福
寺
の
境
内
を
は
じ
め
、
春
日
野
や
若
草

山
な
ど

の
そ
う
し
た
作
為
的
自
然
と
市
民
生
活
は
江
戸
時
代
に
は
蜜

ダ
が

　

月
を
迎
え

る
ほ
ど
に
な

っ
て
お
り
、
そ
れ
は
奈
良
を
訪
れ
る
参
詣
人
、

観
光
客

に
も
好
ま
れ
る
観
光
資
源
と
な

っ
て
い
た
。

と
は

い
え
、
奈
良
奉
行
で
あ
る
聖
護
自
身
は
、
そ
う
し
た
奈
良
の

自
然
を
楽

し
み
に
出
歩
い
て
は
い
な

い
。
養
父
母
や
妻
さ
と
、
二
男

市
三
郎

ら
の
家
族
や
用
人

・
女
中
ら
が
し
ば
し
ば
名
所
や
自
然
を
楽

し
み
に
各
地

へ
出
か
け
る
と
き
、
聖
護
は
ほ
と
ん
ど
留
守
番
で
あ

っ

た
。
こ
れ
は
、
奉
行
自
身
が
公
務
以
外
で
名
所
や
野
外

へ
出
か
け
る

と
い
う
先
例
が
な
か

っ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
聖
護
の
場
合
、
私
的
な

こ
と
で
あ

っ
て
も
奉
行
が
出
か
け
る
こ
と
に
伴
う
出
費
が
決
し
て
少

な
く
な

い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
と
く
に
留
意
し
た
よ
う
で
、
も

っ

ぱ
ら
野
遊
び
や
松
茸
狩
、
桜
や
紅
葉
の
名
所
の
こ
と
は
、
み
や
げ
話

と
し
て
聞
き
、
日
記
に
記
し
て
い
る
。
し
か
し
、
み
や
げ
話
の
な
か

で
も
、
聖
護
は
十
分
に
そ
れ
を
体
験
し
て
い
た
と
い
っ
て
も
よ
い
で

あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
公
務
で
出
か
け
る
時
に
は
、
自
分
の
眼
で
た

し
か
め
た
り
は
し
て
い
る
。

奈
良
の
年
中
行
事
の
な
か
で
は
、
春
日
社

の
御
祭
と
興
福
寺
の
薪

能
は
も

つ
と
も
重
視
さ
れ
、
奈
良
奉
行
は

こ
の
と
き
ば
か
り
は
、
か

な
ら
ず
奈
良
に
い
て
、
祭
礼
に
参
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
わ

れ
て
い
た
。
聖
護
も
体
調
不
良
時
は
別
と
し

て
、
参
観
に
出
か
け
て

い
る
。
弘
化
五
年

(
一
八
四
八
)
の
二
月
十

一
日
も
薪
能
に
出
か
け

た
。
「晴

南
大
門
の
薪
能

へ
参
る
、
此
節
菓
も

の

・
木
を
植
る
。

こ

れ

は

今

い
ろ

く

の
木

な

き

故

に

、

後

の
た

め

に
う

・
る
也

、
我

ヨ
　

に

此
節
こ
ま
る
故
、
の
ち
の
人
も
こ
ま
る
へ
し
と
、
か
く
す
る
也
」
と

同
口
の
日
記
に
記
し
て
い
る
。
「此
節
」
と

い
う
書
き
方
で
あ
る
の

で
、
植
樹
を
し
た
時
期
は
明
瞭
で
な
い
も
の
の
、
興
福
寺
南
大
門
跡

付
近
の
芝
地
に
植
樹
を
し
た
。
そ
れ
は
、

い
ろ
い
ろ
な
木
が
な
い
の

で
困
る
か
ら
で
あ
る
と
言

っ
て
い
る
が
、
人

々
が
集
い
遊
興
す
る
あ

た
り
の
樹
木
が
枯
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
の
で
、
の
ち
の
人
々
の
た
め

に
植
樹
を
し
た
と
い
う
感
覚
が
重
要
で
あ
る
。

こ
の
薪
能
参
観
よ
り
十
日
前
の
二
月

一
日
の
日
記
に
も
植
樹
に
関

す
る
記
事
が
見
え
る
。

は
れ
、
こ
と

の
外
春
め
き
た
り
、
け
ふ
は

い
な
り
祭
礼
日
也

鋸

鵬

っ
、
石
燈
籠

塞

を
奉
る
、
並
紅
笹

本
納
る
。
こ
れ

は

元

来

い
な

り
祭

に

人

の

み
む

為

に
、
百

年

の
末

を

お

も

ひ

て
、
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追

々

に

こ

・
へ
梅

を

う

・
る
積

り

な

れ

は
也

、
衆

と

・
も

に
楽

の
意

に

て
、

金

に
少

々

の
余

あ

ら

は
、

猿

沢

の
池

の
辺

へ
、

千
へ
　

　

本
の
苗
を
植
付

へ
く
と
お
も

へ
と
も
、
い
ま
た
夫
に
い
た
ら
ぬ

也
着
任
問
も
な

い
こ
ろ
の
聖
護
は
、
奉
行
所
内

の
稲
荷
社
の
祭
に
市

民
が
に
ぎ

に
ぎ
し
く
参
詣
す
る
こ
と
を

い
や
が

っ
て
い
た
の
で
あ
る

が
、
二
年
目
く
ら

い
に
な
る
こ
ろ
に
は
、
稲
荷
祭
の
参
詣
人
を
楽
し

ま
せ
る
た
め
に
紅
梅
を

一
本
献
納
し
、
今
後
も
百
年
後
の
こ
と
を
考

え
て
植
樹
す
る
つ
も
り
だ
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に

「衆
と

・
も
に

楽
の
意
」
か
ら
、
お
金
に
余
裕
が
で
き
た
ら
、
猿
沢
の
池
の
近
辺
に

千
本
の
苗
木
を
植
え
た

い
と

い
う
思
い
も
洩
ら
し
て
い
る
。
お
そ
ら

く
、
猿
沢

の
池
近
辺
か
ら
南
大
門
跡
あ
た
り
の
興
福
寺
境
内
の
樹
木

が
相
当
に
枯
れ
た
り
傷
ん
だ
り
し
て
い
て
、
聖
護
と
し
て
は
黙
視
し

が
た
い
と
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
稲
荷
祭
よ
り
半
月
程
前
の

一
月
十
六
日
の
日
記
に
も
植
樹

の
記
事
が
見
え
て
い
る
。

御
役
所
之
庭
其
外

へ
、
栗
梅
さ
く
ら
の
苗
木
を
仕
立
て
、
さ
く

ら
を

五
十
本
は
か
り
苗
木
の
仕
立
を
せ
り
、
与
力
共
中
位

の
さ

く
ら

五
、
六
本
植
た
り
、
わ
れ
い
ふ
、
二
十
四
、
五
年
の
後
は
、

こ
こ
に
て
興
多
か
る

へ
し
と
の
考
也
、
柿
は
み
な
よ
き
実
を
撰

ひ

て

つ
き

た

り

、

こ
わ

は

五

、

六
年

に

は

実

な

る

へ
し

と

い
ふ

故
に
、
こ
れ
も
食
て
は
難
渋
也
。
只
の
ち
く

の
人
の
為
と
て

　
れ

　

歎
息
せ
し
也

聖
護
は
植
樹
の
た
め
の
苗
木

の
仕
立
て
を
自
ら
か
ら
始
め
て
お

り
、
奉
行
所
の
与
力
た
ち
も
見
習

っ
て
植
樹
し
て
い
る
と
い
う
。
こ

こ
で
も
、
自
分
の
た
め
に
植
樹
す
る
の
で
は
な
く
、
の
ち
の
ち
の
人

の
た
め
に
御
役
所
の
庭
や
そ
の
ほ
か
に
植
樹
を
す
る
の
だ
と
言
明
し

て
い
る
。
聖
護
自
身
奈
良
奉
行
に
な
が
く
と
ど
ま

っ
て
い
る
気
持
は

な
く
、
着
任
後
間
も
な

い
こ
ろ
か
ら
、
次
は
長
崎
か
浦
賀
の
奉
行
あ

た
り
に
任
命
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え

て
い
た
し
、
着
任
し
て

二
年
が
過
ぎ
よ
う
と
す
る
時
期
に
は
、
転
役
命
令
が
近

い
か
も
し
れ

な
い
と
い
う
考
え
も
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。
だ

か
ら
こ
そ
、
植
樹
の
こ

と
が
気
に
か
か
り
、
自
ら
の
力
で
何
と
か
し
て
お
き
た
い
と
苗
木
の

仕
立
て
に
取
り
く
み
始
め
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
の
あ
と

『寧
府
記
事
』
そ
の
他
の
記
録
に
、
植
樹
の

こ
と
は
見
え
な

い
。
ま
た

「
植
桜
楓
之
碑
」
文
に
あ
る
よ
う
な
、

「桜
楓
数
千
株
を
二
刹
中
に
植
え
、
以
て
高
円

・
佐
保
の
境
に
及
ぶ
」

と

い
っ
た
大
事
業
に
言
及
し
た
も
の
も
な
い
。
こ
れ
は
、
『寧
府
記

事
』
の
嘉
永
三
年

(
一
八
五
〇
)
分
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と
も
あ
る

が
、
植
樹
事
業
に
対
す
る
聖
護
の
考
え
方
の
変
化
に
も
由
来
し
て
い
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る
の
か
も

し
れ
な

い
。

奈
良
に
お
け
る
聖
護

の
民
政
の
な
か
で
注
目
す
べ
き
も

の
の
ひ
と

つ
に
、
貧

民
救
済
事
業
が
あ
る
。
聖
漠
は
、
当
初
奈
良
の
貧
し
い

人
々
、
生
活
に
困

っ
て
い
る
人
々
に
対
し
て
、
聖
漠
個
人
の
資
金

の

な
か
か
ら
出
金
し
て
、
米
銭
を
施
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た

個
人
的
な
救
済
で
は
、
奉
行
が
交
替
し
た
あ
と
は
救
済
が
行
な
わ
れ

る
と
は
限

ら
な
い
こ
と
、
ま
た
個
人
の
資
金
で
は
限
界
が
あ
る
こ
と

を
聖
謹
は
自
覚
し
た
。
そ
こ
で
、
自
ら
の
資
金
の

一
部
を
出
す
け
れ

ど
も
、
幕
府
に
も
働
き
か
け
、
民
間

の
富
者
に
も
協
力
を
あ
お
ぎ
、

多
額
の
救
済
基
金
を
つ
く

っ
て
、
そ
の
利
息
で
救
済
事
業
が
進
め
ら

へ
　

れ
る
恒
久

的
な
制
度
を
つ
く

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
初
め
の
こ

ろ
の
個
人
資
金
に
よ
る
救
済
時
か
ら
で
あ
る
が
、
聖
護
は
自
分
の
名

前
が
あ
ま

り
表
面
に
出
な
い
よ
う
な
気
づ
か
い
を
し
て
い
た
。

こ
う
し
た
聖
護
の
民
政
方
針
か
ら
考
慮
す
る
と
、
植
樹
事
業
に
し

て
も
、
個
人
的
資
金
で
当
初
は
実
行
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
う
か
が

え
る
が
、
植
木
に
は
相
応
の
手
入
れ
が
必
要
で
あ
り
、
寿
命
と
い
う

も

の
も
あ
る
。
樹
木
を
植
え
、
育
て
る
と

い
う
民
間
の
意
識
が
育
た

な
け
れ
ば
永
続
性
が
な

い
。
貧
民
救
済
事
業
と
同
じ
よ
う
に
、
民
間

か
ら
の
協
力
者
の
堀
り
お
こ
し
と
、
事
後

の
管
理

・
保
全
に
期
待
し

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
こ
と
を
証
す
る
か
の
よ
う
に
、
「
植
桜
楓
之
碑
」
文
に
は
、

「今
年
都
人
相
議
し
、
旧
観

に
復
さ
ん
と

欲
し
」
た
こ
と
、

一
乗

院

・
大
乗
院
両
門
跡
の

「数
株
」
の
提
供
を
よ
び
水
と
し
て
、
民
間

か
ら
の
植
樹
運
動
が
盛
り
あ
が
り
を
み
せ

た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い

る
。
そ
し
て
、
「然
れ
ど
も
歳
月
の
久
し
き
、
桜
楓
は
枯
槁
の
憂
無

き
こ
と
能
わ
ず
、
後
人
若
し
之
れ
を
補
わ
ば

、
則
ち
今
日
遊
観
の
楽

し
み
、
以
て
百
世
を
閲
し
て
も
替
わ
ら
ざ
る
べ
し
」
と
の
べ
、
樹
木

の
保
全

・
育
成
こ
そ

「余
の
後
人
に
望
む
所

な
り
」
で
あ
る
と
、
後

事
を
託
し
て
い
る
。

(六
)
結
び
に
か
え
て

聖
護
は
、
植
樹
事
業
を
自
ら
の
功
績
と
し
て
誇
り
と
す
る
こ
と
よ

り
も
、
奈
良
の
市
民
や
遠
来
の
観
光
客
た
ち
の
憩
の
場
に
な
る
で
あ

ろ
う
奈
良
町
近
郊
の
緑
化
が
、
永
続
す
る
こ
と
を
願
っ
た
と

い
え
よ

う
。
そ
の
期
待
ど
お
り
、
奈
良
市
民
は
も
と
よ
り
多
く
の
人
々
が
心

を
合
わ
せ
力
を
合
わ
せ
て
、
民
間
の
力
を
主
と
し
て
植
樹
は
広
が
り

を
み
せ
、
東
大
寺

・
興
福
寺
境
内
か
ら
佐
保
川
畔
、
高
円
山
の
あ
た

り
ま
で
展
開
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
う
し
た
市

民
生
活
の
環
境
づ
く
り

と
し
て
の
緑
化
運
動
は
、
歴
史
上
注
目
す
べ
き
事
業
で
あ
り
な
が
ら
、
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「植
桜
楓
之
碑
」
以
外
に
経
緯
を
記
し
た
記
録
は
、
現
在
の
と
こ
ろ

知
ら
れ

て
は
い
な
い
。

「植
桜
楓
の
碑
」
に
は
、
嘉
永
三
年

(
一
八
五
〇
)
三
月
と
い
う

あ
や
ま

年
月
が
刻
ま
れ
て
い
る
が
、
文
中
に
は

「余

謬

っ
て
寵
命
を
承
け
、

い
ん

此
の
地
に
サ
と
し
て
既
に
五
年
」
と
あ
り
、
聖
護
が
奈
良
奉
行
に
就

任
し
て
す

で
に
五
年
に
な
る
と
し
て
い
る
。
嘉
永
三
年
二
月
は
、
聖

護
が
奈
良

奉
行
と
し
て
着
任
し
て
か
ら
ち
ょ
う
ど
四
年
に
な
る
。
五

年
目
に
入
ろ
う
か
と
い
う
時
期
で
あ
る
。
建
碑
記
念
の
年
月
と
在
任

期
間
が
少

々
合
わ
な
い
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
足
か
け
五
年
目
に
な

る
と

い
え

ば
い
え
な
く
も
な
い
。

し
か
し
、
嘉
永
四
年
五
月
十
七
日
付
の

『浪
花
日
記
』
に
は
、
次

の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

雨
冷
気
甚
し
、
興
福
寺
の
碑
銘
を
か
く
に
、
惣
字
数
五
百
は
か

り
あ
り
、
朝
飯
よ
り
か

・
れ
は
、
必
四
ツ
過
よ
り
御
用
向
は
し

ま
り

、

一
字
か
き
て
は
用
人
江談
し
、

一
行
書
て
は
与
力
判逢
故

に
、

い
つ
も
書
損
甚
し
、
十
二
枚
は
か
り
書
た
れ
と
、
未
全
、

け
ふ
は
考
附
て
、
未
明
に
起
て
墨
を
す
り
書
か

・
り
、
四
つ
時

　れ
　

ま
て
に
畢
り
た
り
、

い
ま
た
気
に
い
ら
ぬ
也

嘉
永
四
年
の
五
月
に
な
っ
て
、
川
路
聖
護
が
苦
心
し
な
が
ら
書

い

て
い
る
興
福
寺
の
碑
銘
こ
そ
、
「植
桜
楓
之
碑
」
文
で
は
な
い
の
だ

ろ
う
か
。
総
字
数
五
百
ば
か
り
と
書
い
て
い
る
が
、
「植
桜
楓
之
碑
」

本
文
は
、
字
数
四
二
三
で
あ
り
、
年
月
や
名
前
の
部
分
ま
で
入
れ
る

と
、
総
字
数
は
四
五
〇
字
余
と
な
る
。
五
月
十
七
日
に

一
応
書
き
上

げ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
「
い
ま
た
気
に
い
ら

ぬ
」
と
考
え
て
い
る
か

ら
、
さ
ら
に
手
を
加
え
た
か
も
し
れ
な
い
。

聖
護
の
書

い
た
五
百
字
程
の
興
福
寺
の
碑
銘
と
い
う

の
は
ほ
か
に

知
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
嘉
永
四
年
五
月
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、

奈
良
奉
行
と
し
て
着
任
し
て
か
ら
、
文
字
ど
お
り
す
で
に
五
年
を
超

え
て
六
年
目
に
入

っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
嘉
永
三
年
三

月
の
年
紀
を
も

つ

「植
桜
楓
の
碑
」

で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
実
際
に

は
嘉
永
四
年
五
月
以
降
、
聖
護
の
転
役
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
ろ
に

碑
文
は
作
成
さ
れ
、
建
碑
さ
れ
た
の
で
は
な

い
か
と
、
推
定
し
て
お

く
。
さ
ら
な
る
今
後
の
研
究
に
侯
ち
た

い
。

(注
)

(
1
)
『
川
路

聖
護
文
書

一
～
八
』

(
日
本
史
籍
協
会

叢
書

58
～
65
、
東
京
大

学
出
版
会
)

(
2
)
川

田
貞
夫

『川
路
聖
護
』

(吉
川
弘
文
館
刊
、

一
九
九
七
年
)

(
3
)
『
奈
良
市
史
』
通
史
三

(吉
川
弘
文
館
刊
、

一
九
八
八
年
)

(
4

)
鎌

田
道

隆

「
遠

国
奉

行

の
着

任
と

離

任
-

奈

良
奉

行

川
路

聖

護
」

(『
立
命
館
文
学
』

五
四
二
号
、

一
九
九
五
年
)
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(5

)

(
6
)

2625242322212019181716151413121110987

鎌

田
道
隆

「奈

良
奉
行

川
路
聖
護

の
民
政
」

(『
奈
良

史
学
』

第
十
三

号

、

一
九
九
五
年
)

前
掲

『
川
路

聖
護

』

一
五

二
～

一
五

三
頁
。

以
下

「
植
桜

楓
之

碑
」

か
ら
の
引

用
文

は
、

こ
の
川
田
氏

の
書
き
下
し
文

に
よ

る
。

前
掲

『奈
良
市
史

』
通
史
三

四
二
六

～
四

二
八
頁
。

同
前

、
四
二
四
～
四
二
五
頁
。

前
掲

『
川
路

聖
護
』

一
四
九
～

一
五

一
頁
。

『
川
路

聖
護
文

書
二
』

一
三
〇
頁
。

『
川
路

聖
護
文
書

五
』

一
八
二
頁
。

同
前

、
同
頁
。

『
川
路

聖
護
文
書

二
』

五
四
頁
。

同
前
、

八
六
頁
。

『
川
路

聖
護
文
書

五
』

三
九
四
頁
。

『
川
路
聖
護
文
書

二
』

四
七
頁
。

同
前
、

四
八
頁
。

同
前
、

一
二
六
頁
。

同
前
、

五
二
頁
。

同
前
、

五
五
頁
。

同
前
、
三
九
九
頁
。

四
〇
四
～
四
〇
六
頁
。

『川
路
聖
護
文
書

四
』

三
八
～
三
九
頁
。

『川
路
聖
護
文
書

二
』

一
一
六
～

一
一
七
頁
。

同
前
、

一
一
七
頁
。

同
前
、

一
二
二
頁
。

同
前
、

一
五
二
頁
。

32313029282738373635343342414039

同
前

、
二
三
九
頁
。

同
前

、

一
五
三
～

一
五
四
頁
。

『
川
路

聖
護
文
書
三
』
七
九
頁
。

『
川
路

聖
摸
文
書
二
』

二
九

二
～
二
九
三
頁
。

同
前

、
二
九
三
～
二
九

四
頁
。

同
前

、

二
九

四
～
二
九

五
頁
。

聖
護

や
妻

さ
と
は
折

に
ふ
れ
歌
を

よ

ん
だ
が
、

誠

一
小
僧
も

こ

の
こ
ろ
か
ら
歌
を

よ
む
こ
と
を

は
じ
め
た

へ

　

と

)
・つ

『川
路
聖
護
文
書

三
』
三

一
頁
。

同
前
、
九

〇
～
九

一
頁
。

同
前
、

一
〇
六
～

一
〇
七
頁
。

同
前
、

一
一
四
頁
。

同
前
、

一
一
四
～

一
一
五
頁
。

江

戸
時
代

に
入

っ
て
都
市

化
が
急

速

に
進

行
し

て

い
く

の
に
伴

い
、

都
市

民
は
植
木

鉢

の
花
木
を

室
内
外

に
か
ざ

っ
た

り
、
う
な
ぎ

の
寝

床
と

よ
ば
れ

る
細
長

い
屋
敷

地

の
中

ほ
ど
に
坪
庭

と

い
う
小
庭

園
を

つ
く

っ
て
、
自

然
を
生
活
空

間

の
中

に
取
り

こ
も
う

と
す
る

よ
う

に

な

る
。

ま
た
市

中

の
寺
社

の
広

い
境
内

や
近
郊

の
緑

地
帯

へ
出

か
け

て
、
自

然
を
楽

し
む
よ
う

に
な
る
。
奈
良

の
都
市
化

も
、
市
民
生

活

と
市
民
ら

の
近
郊

へ
の
散
策
を
結
び

つ
け
た
と
考
え

て
い
る
。

『
川
路
聖
護
文
書
四
』
五
二
頁
。

同
前
、
三
八

～
三
九
頁
。

同
前
、

一
九

～
二
〇
頁
。

鎌

田
道
隆

「奈
良

奉
行

川
路
聖
護

の
民
政
」

(
「奈
良
史
学
』
、

一
九
九
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(
43
)

五
年

)

一
一
五
～

一
一
九
参

照
。

『
川
路
聖
護
文
書

六
』
四
頁
。
川
路

聖
護

は
奈
良
奉
行
在
任

中
で
あ
る

が

、
転
役

を
前
提

の
江
戸

へ
の
召
喚

命
を
う

け
た

こ
と
に
よ

る

の
で

あ

ろ
う

か
、
『寧
府
記
事
』

で
は
な
く

『
浪
花

日
記
』
と
な

っ
て
い
る
。

お

そ
ら
く
後

日

の
命
名
な

の
で
あ
ろ
う
。
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