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鶴
林
十ザ
は
古
く
か
ら
聖
徳
太
子
に
ゆ
か
り
の
深
い
名
刺
と
し
て、

太
子
関
係
の
多
く
の
遺
品
を
留
め
て
い
る

事
で
有
名
で
あ
る
が、

こ
こ
に
紹
介
を
試
み
よ
う
と
す
る
の
は
同
寺
太
子
堂
の
壁
面
の
一

部
に
描
か
れ
て
い

る
壁
画
の
こ
と
で
あ
る。

昭
和
お
年
日
月
こ
こ
を
訪
れ
た
際
に、

同
寺
真
光
院
御
住
職
の
御
厚
意
で
こ
れ
を

拝
見
す
る
機
会
に
志
ま
れ
た
の
で、

こ
こ
に
簡
単
な
紹
介
を
試
み
る
こ
と
に
し
た。

乙
こ
に
聖
徳
太
子
伝
と
は
あ
く
ま
で
仮
称
で
あ
る
。

そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
御

姿
は
聖
徳
太
子
十
六
才
当
時
の
柄
香
炉
を
手
に
さ
れ
た
孝
養
の
像
で
あ
り、

し
か

も
そ
の
周
囲
に
三
人
の
文
官
と
数
人
の
侍
者
を
伴
い
、

且
つ
は
そ
の
右
端
に
毘
沙

門
天
の
立
像
を
も
配
し
た
き
わ
め
て
異
形
の
図
で
あ
る
。

い
ま
し
も
孝
養
太
子
像

を
摂
政
像
に
お
き
か
え
る
な
ら
ば、

そ
れ
は
か
の
勝
室
経
講
讃
図
に
も
似
た
も
の

と
し
て
観
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が、

或
は
用
明
天
皇
二
年、

太
子
十
六
才
の
折、

＝一
宝
擁
護
に
つ
い
て
の
語
論
を
行
っ
た
諸
大
臣
の
集
い
を
描
い
た
も
の
か
も
知
れ

な
い
。

何
れ
に
も
せ
よ
き
わ
め
て
類
例
の
少
い
聖
徳
太
子
伝
の
一

働
と
云
う
こ
と

が
で
き
よ
う
。

乙
の
太
子
堂
は
も
と
も
と
法
幸
（
三
昧
〉

堂
と
し
て
成
立
し
た
ら
し
く、

三
間

四
面
単
層
檎
皮
葺
宝
形
作
り
に
前
面
一

開
通
り
府
を
付
し
て
礼
立
と
し
た
市
向
き

の
堂
宇
で
あ
る
。

正
中
年
間
の
棟
札
に
よ
り
創
建
は
藤
原
時
代
の
天
永
3
年

Q
H

H
N〉

と
伝
え
ら
れ、

乙
れ
と
対
崎
す
る
常
行
堂
と
共
に
同
寺
に
遺
る
平
安
時
代
の

様
式
を
も
っ
た
美
し
い
遺
構
で
あ
る
。

内
陣
中
央
に
は
須
弥
院
が
あ
り
釈
迦
三
尊

と
四
天
王
を
配
し、

そ
の
背
後
の
来
迎
用
の
表
裏
に
は
釈
迦
八
相
の
主
要
二
場
面

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
年
報

で
あ
る
霊
鷲
山
説
法
図
と
仏
浬
繋
図
が
描
か
れ
て
い
る
事
は
著
名
で
あ
る
。

他
に
も
四
維
柱
や
小
壁
の
部
分
に
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
諸
仏
の
描
か
れ
て
い
る
枝
が

見
受
け
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
諸
壁
画
は
何
れ
も
槍
板
の
素
地
の
上
に
粉
地
を
施
し

て
そ
の
上
に
直
接
賦
彩
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が、

今
は
遺
憾
な
が
ら
後
世
の
香
煙

の
や
に
の
た
め
に
燥
化
し
て
見
き
わ
め
難
い
ま
で
に
な
っ
て
お
り、

一

見
漆
地
上

に
彩
色
を
施
し
た
か
と
思
わ
れ
る
程
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
創
建
当
時
の
作
と
見
て

差
支
え
な
い
も
の
で
あ
る
。

今
乙
こ
に
の
べ
よ
う
と
す
る
太
子
伝
の
一

場
面
は
堂
内
の
須
弥
壇
向
っ
て
右
脇、

東
側
壁
面
の
一

聞
を
利
用
し
て
描
か
れ
た
も
の
で
、

そ
の
制
作
時
期
は
後
に
も
述

べ
る
よ
う
に
乙
の
お
堂
の
成
立
当
初
に
ま
で
湖
る
と
は
思
わ
れ
な
い
が、

そ
れ
に

し
て
も
全
体
が
古
い
仏
殿
型
の
厨
子
に
格
納
さ
れ
て
来
た
為
に
、

時
代
を
経
て
い

る
割
に
は
変
色
が
少
く、

秘
仏
と
し
て
尊
崇
さ
れ
て
来
た
椋
も
窺
わ
れ
る
。

だ
が

却
っ
て
香
煙
の
や
に
に
よ
る
膨
化
が
な
か
っ
た
為
に
、

逆
に
顔
料
の
接
着
が
お
と

ろ
え
て
剥
落
の
ひ
ど
い
の
が
惜
ま
れ
て
な
ら
な
い
。

（
最
近
幸
に
も
剥
落
止
め
が

実
施
さ
れ
た
。
）

こ

の
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今
画
面
の
旧
状
を
復
原
的
に
考
察
し
て
見
る
と、

中
央
や
や
左
寄
り
の
台
盤
上

に
は
斜
右
向
に
正
坐
す
る
孝
養
形
の
十
六
才
太
子
像
が、

型
の
如
く
柄
香
炉
を
捧

持
す
る
姿
に
描
か
れ
る
。

髪
を
み
づ
ら
に
結
い
賓
の
毛
を
頬
に
垂
ら
し
て
い
る
様

は、

朱
衣
に
遠
山
袈
裟
を
ま
と
っ
た
そ
の
姿
勢
と
共
に
太
子
像
と
し
て
は
古
松
に

属
し、

仁
和
寺
聖
伯
図
巻
中
の
像
符
な
ど
を
想
起
せ
し
め
る
も
の
が
あ
る
。

太
子

の
前
に
は
脚
付
香
炉
が
置
か
れ、

そ
れ
を
囲
ん
で
黒
衣
と
白
衣
の
二
人
の
文
官
が

努
を
干
柿
ん
で
対
坐
す
る
。

又
太
子
と
対
峠
す
る
位
置
に
は
朱
衣
の
文
官
が
侍
坐

し、

太
子
の
前
に
手
筈
の
如
き
も
の
を
差
出
す
姿
勢
を
と
る
。

そ
の
上
方
に
は
更

に
少
く
と
も
三
人
の
侍
者
を
数
え
う
る
が、

そ
の
細
部
は
定
か
で
は
な
い
。

た
だ

こ
の
う
ち
二
人
が
店一
周
を
持
っ
て
い
る
こ
と
だ
け
は
わ
か
る
。

又
太
子
の
背
後
に

も
三
人
の
童
子
な
い
し
は

女
人
が
お
り、

夫
々
に
朱

衣、

緑
衣、

青
衣
を
着
て

像（部分〕

幡
な
ど
を
執
っ
て
立
つ
。

な
お
興
味
を
そ
そ
ら
れ
る

の
は
こ
れ
ら
の
人
物
と

子

見
独
立
し
て
岡
田
の
左
端

一

杯
に
拙
か
れ
て
い
る
行

太蚕

座
上
に
立
つ
毘
沙
門
天
王

孝

の
姿
で
あ
る
。

そ
れ
は
か

な
り
の
形
式
化
を
示
し
て

い
る
と
は
云
え、

そ
の
細

紙
な
筆
に
は
凡
る
べ

き
も

の
が
あ
り、

又
何
れ
か
と
云
え
ば
天
平
風
の
古
様
を
秘
め
て
い
る
点
で
注
目
さ
れ

る
。

な
お
毘
沙
門
天
の
背
後
に
も
一

人
の
文
官
を
認
め
う
る
。

画
面
は
全
面
に
亙
っ
て
白
土
下
地
を
な
し、

彩
色
は
き
わ
め
て
淡
薄
に
施
さ
れ

て
い
る
。

色
料
と
し
て
は
群
青、

緑
青、

朱、

弁
柄
が
主
た
る
も
の
で
あ
り、

そ

れ
以
上
に
墨
の
効
果
を
強
く
活
か
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

青、

緑
な
ど
は

し
ば
し
ば
巧
に
隈
取
り
と
し
て
使
用
さ
れ、

叉
露
鯛
の
手
法
も
所
々
に
活
用
さ
れ

て
い
る
が、

全
体
に
装
飾
性
は
少
く、

彩
色
・

文
様
共
に
煩
項
で
な
く、

き
わ
め

て
大
柄
な
味
わ
い
が
好
も
し
い
。

加
え
て
諸
所
に
見
ら
れ
る
肥
痩
の
少
い
墨
線
の

タ
ッ
チ
は
技
巧
的
に
も
き
わ
め
て
高
度
で
あ
り、

筆
者
の
凡
庸
な
ら、
さ
る
こ
と
を

証
す
る
に
足
る
。

か
か
る
優
れ
た
筆
致
と
鷹
揚
な
画
風
と
は
そ
の
類
例
稀
で
あ
り、

宝
山
寺
蔵
弥
勃
菩
薩
像
な
ど
に
多
少
の
親
近
性
を
見
出
す
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

時

代
は
遅
く
と
も
鎌
倉
前
期
（
臼
世
紀
前
半
）

を
降
る
こ
と
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

以
上
画
面
の
あ
ら
ま
し
に
つ
い
て
述
べ
て
来
た
が、

乙
の
よ
う
な
も
の
は
太
子

伝
の
い
か
な
る
部
分
に
も
見
出
し
難
い
も
の
で
、

な
お
今
後
の
研
究
に
侯
た
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

寺
伝
で
は
鶴
林
寺
が
毘
沙
門
天
の
勧
請
す
る
と
こ
ろ
と
説
い
て

い
る
が、

そ
の
説
話
の
古
さ
が
疑
わ
し
い
。

こ
の
点
に
つ
い
て
穿
撃
す
る
こ
と
は

徒
ら
に
想
像
を
た
く
ま
し
く
す
る
の
み
で
あ
る
。

所
で
今
一

つ
注
意
す
べ
き
は、

画
面
の
中
程
に
や
や
喰
違
が
あ
っ
て
上
下
完
全
に
つ
な
が
ら
な
い
こ
と
か
ら、

こ

の
岡
像
が
必
ず
し
も
こ
の
お
堂
と
当
初
か
ら
結
び
付
い
た
も
の
で
な
い
か
の
点
も

再
考
の
要
が
あ
ろ
う
。

と
も
か
く
数
少
い
古
作
の
太
子
伝
の
一

働
と
し
て
甚
だ
興

味
深
い
も
の
で
あ
り、

不
備
な
が
ら
強
い
て
紹
介
に
及
ん
だ
次
第
で
あ
る
。

（
附
記）

尚
こ
れ
を
囲
う
仏
寵
風
の
宮
殿
型
厨
子
は
建
物
に
取
り
付
け
ら
れ
て
い
る
が、

素
人
目
に
も
す
ぐ
れ
た
も
の
に
見
受
け
ら
れ
る。

又
こ
の
厨
子
の
上
部
に
は
一，
康
暦一
再

八
月
五
日
」

の
刻
銘
を
備
え
た
弥
勅
菩
薩
半
蜘
思
惟
形
の
懸
仏
が
あ
る
の
も
楽
し
い
。

（
カ
ッ
ト

）
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