
春
の
「
願
い
」

田
辺
の
一
休
寺
で
除
夜
の
鐘
を
撞
い
て
、
今
年
も

新
た
な
春
を
迎
え
た
。
一
休
寺
で
は
、
重
要
文
化
財

に
指
定
さ
れ
て
い
る
鐘
楼
を
来
訪
者
に
解
放
し
て
い

て
、
誰
れ
に
で
も
除
夜
の
鈍
を
撞
か
せ
て
く
れ
る
。

自
分
で
撞
く
鐘
だ
け
に
、
こ
の
腰
高
の
鐘
楼
は
一
休

さ
ん
と
も
ど
も
親
し
み
易
い
。
除
夜
の
鐘
を
撞
く
だ

け
で
、
京
の
田
舎
に
住
む
嬉
し
さ
が
あ
じ
わ
え
る
の

も
面
白
い
。
誰
れ
に
で
も
撞
か
せ
る
と
い
っ
て
も
、

除
夜
の
鐘
は
百
八
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
は
撞
か
せ

な
い
し
、
そ
れ
以
下
の
こ
と
も
な
い
。
そ
の
数
に
意

味
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
個
人
的
に
は
、
百
八
と
い

う
数
字
に
は
と
り
わ
け
て
関
心
も
な
い
が
、
人
問
と

し
て
の
「
願
い
」
に
は
大
い
に
関
心
が
あ
る
。

方
丈
で
は
、
そ
の
中
央
の
祠
堂
に
安
置
さ
れ
て
い

る
一
休
弾
師
の
座
像
の
前
で
、
修
正
会
法
要
が
営
な

ま
れ
、
住
職
の
需
が
枯
山
水
の
東
北
庭
や
、
白
砂

敷
の
前
庭
の
静
け
さ
の
中
に
吸
い
込
ま
れ
て
、
暗
や

み
の
本
堂
ま
で
は
、
と
ど
き
そ
う
に
な
い
。
竹
簸
を

控
え
た
こ
の
唐
様
仏
殿
は
、
さ
し
て
大
き
く
は
な
い

が
、
入
母
屋
造
、
檜
皮
葺
で
、
正
面
中
央
両
開
桟
唐

戸
、
左
右
に
花
頭
窓
、
柱
上
の
唐
様
三
手
先
の
組

物
、
軒
裏
に
二
重
の
扇
極
鴛
め
ら
れ
る
。
内
部
の

天
井
も
特
徴
的
で
、
特
に
外
陣
上
方
の
構
成
に
も
禅

宗
的
風
格
が
あ
る
。
ぎ
わ
め
き
も
な
い
森
閑
と
し
た

本
堂
で
、
初
春
の
「
願
い
」
に
頭
を
下
げ
る
人
達
を

見
な
い
の
も
う
れ
し
い
。

静
け
さ
の
中
の
「
願
い
し
に
対
し
て
、
は
ち
切
れ

ん
ば
か
り
の
騒
々
し
さ
と
、
む
ん
む
ん
と
し
煮
気

の
中
で
、
し
か
も
長
時
間
に
わ
た
っ
て
の
「
願
い
」

の
行
事
が
あ
る
。
か
つ
て
参
加
し
た
こ
と
の
あ
る
高

千
穂
の
夜
神
楽
な
ど
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
日
向
澀

に
注
ぐ
五
ケ
瀬
川
の
上
流
域
に
あ
る
山
深
い
村
々
の

祭
り
で
あ
る
。
十
二
月
か
ら
二
月
に
か
け
て
、
山
問

部
の
村
か
ら
村
へ
と
、
こ
の
夜
神
楽
は
移
っ
て
い

く
高
千
穂
の
山
々
に
こ
だ
ま
す
る
神
楽
太
鼓
の
ひ
び

き
0
 
と
ぎ
す
ま
さ
れ
た
笛
の
音
。
昼
過
ぎ
か
ら
始
ま

つ
て
、
夜
を
通
し
て
三
十
三
番
も
鐸
い
続
け
る
若
者

の
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
ー
。
老
人
達
も
若
者
に
負
け
じ
と

酌
み
交
わ
す
焼
酎
の
す
え
た
香
り
。
冷
え
き
っ
た
霜

柱
を
も
抑
し
つ
ぷ
す
神
楽
せ
り
歌
。
山
の
端
に
太
陽

が
の
ぽ
る
こ
ろ
に
な
っ
て
、
よ
う
や
く
立
ち
上
っ
九

長
老
の
力
強
い
手
力
男
之
命
の
舞
、
岩
戸
開
き
の
舞

で
あ
る
。

夜
神
楽
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
は
、
ま
さ
に
太
陽
の

復
活
で
あ
り
、
新
し
い
生
命
の
誕
生
を
意
味
す
る
。
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夜
神
楽
は
、
山
村
の
民
の
ひ
た
す
ら
な
春
を
呼
ぷ

「
願
い
し
な
の
で
あ
る
。

九
牛
の
一
毛

「
春
の
雨
は
油
の
ご
と
く
尊
い
。
L
 
中
国
の
西
安
で

耳
に
し
た
言
葉
で
あ
る
。
日
本
の
農
村
で
も
充
分
に

通
用
す
る
だ
け
で
な
く
、
名
言
と
い
う
よ
り
金
言
で

あ
っ
て
、
意
味
深
長
で
あ
る
。

唐
の
三
代
皇
帝
高
宗
と
則
天
武
后
の
合
葬
陵
で
あ

る
乾
陵
や
、
秦
の
始
皇
帝
陵
、
兵
馬
倆
坑
、
更
に
先

史
時
代
の
環
濠
集
落
で
あ
る
半
披
遺
跡
な
ど
を
見
学

す
る
矢
先
の
雨
だ
け
に
、
古
都
長
安
の
雨
と
い
っ
て

も
そ
れ
を
楽
し
む
な
ど
の
ゆ
と
り
な
ど
な
く
、
明
目

の
空
を
気
に
し
な
が
ら
の
大
雁
塔
か
ら
の
眺
め
で
あ

つ
九
。
こ
の
よ
う
な
中
で
の
西
北
大
学
の
王
さ
ん
の

「
春
の
雨
は
・
・
:
・
・
」
の
言
旦
巣
で
あ
る
。

我
れ
に
帰
っ
た
の
を
憶
え
て
い
る
。
あ
れ
だ
け
の

人
口
を
持
ち
な
が
ら
、
国
民
一
人
当
り
の
農
地
而
積

が
最
低
の
国
の
こ
と
で
あ
る
。
沃
野
千
里
、
天
府
の

国
で
あ
る
関
中
平
野
の
佳
民
を
含
め
て
、
庄
倒
的
な

多
数
は
農
民
で
あ
り
、
こ
の
農
民
の
大
き
な
「
願

い
」
に
応
え
る
雫
あ
っ
た
に
違
い
な
い
0
 
ま
さ
に

新
芽
を
出
し
た
ぱ
か
り
の
麦
畑
が
ど
こ
ま
で
も
続
く

大
地
を
見
な
が
ら
、
ふ
と
こ
の
土
地
の
人
達
の
自
然

と
の
か
か
わ
り
を
想
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
九
0

見
学
し
て
廻
ろ
う
と
す
る
中
国
の
歴
史
的
な
器

も
、
自
然
環
境
を
念
頭
に
し
て
こ
そ
理
解
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
想
い
や
心
情
さ
え
も
大
地

に
根
ざ
し
た
も
の
と
し
て
、
は
じ
め
て
個
性
を
持
つ

の
に
違
い
な
い
の
だ
か
ら
。

雨
は
朝
ま
で
に
あ
が
り
、
翌
日
か
ら
の
見
学
は
、

黄
塵
も
獅
う
こ
と
が
な
く
、
八
達
嶺
あ
た
り
の
長
城

に
見
た
雄
大
さ
や
、
蘆
溝
橋
事
件
の
記
念
碑
と
も
い

う
べ
き
宛
平
県
城
の
無
惨
な
弾
痕
の
強
裂
印
象
と

と
も
に
、
長
安
の
古
都
の
遺
跡
と
し
て
の
大
雁
塔
も

脳
裡
に
さ
わ
や
か
に
焼
き
付
い
て
い
る
0

西
安
で
も
博
物
館
の
い
く
つ
か
を
見
学
し
た
が
、

教
育
と
研
究
を
目
的
と
し
た
西
北
大
学
の
考
古
学
陳

列
室
や
、
咸
陽
市
博
物
館
、
臨
滝
県
博
物
館
な
ど

は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
先
史
時
代
、
漢
代
、
戦
圈
時
代
の

資
料
に
特
徴
が
あ
る
。
遺
跡
博
物
館
と
し
て
の
兵
馬

倆
坑
、
半
披
、
乾
陵
と
そ
の
陪
非
墓
の
う
ち
の
永
泰

公
主
墓
、
章
懐
太
子
墓
、
泌
徳
太
子
茲
な
ど
の
遺
跡

公
園
化
の
進
め
方
の
差
も
工
火
の
み
ら
れ
る
も
の
で

あ
っ
た
。

遺
跡
の
一
っ
一
つ
に
個
性
が
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ

ら
の
保
存
と
活
用
に
つ
い
て
、
一
つ
一
っ
の
処
方
笥

が
作
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
中
に
は
日
本
の

常
雫
は
考
え
ら
れ
な
い
も
の
が
あ
っ
た
0
 
こ
れ
が

風
士
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
日
本
の
{
編
で
考
え
る
こ

と
自
体
植
ま
ち
が
い
が
あ
る
に
進
い
な
い
。
中
国
は

中
国
で
、
日
本
は
日
本
な
の
だ
か
ら
。
日
本
と
中
国

の
共
通
点
と
相
貴
を
歴
史
器
を
通
し
て
理
解
し

よ
う
と
す
る
と
、
増
々
歴
史
の
重
み
を
感
ず
る
こ
と

'

、

、

写①

写②
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補
修
し
て
あ
る
が
、
お
お
む
ね
旧
状
を
呈
し
て
い
る

と
い
う
0
 
寝
室
の
前
の
中
庭
に
は
、
一
本
の
棗
の
大

木
が
あ
っ
九
。
奥
の
中
庭
に
は
二
本
の
老
松
が
東
西

に
並
ん
で
い
る
。
林
檎
の
若
木
は
、
す
ん
な
り
と
し

九
樹
形
で
萌
黄
色
の
若
葉
を
つ
け
て
い
た
。
赤
.

緑
.
青
な
ど
強
烈
な
彩
色
の
建
物
も
一
部
に
あ
る

が
、
古
び
て
重
厚
さ
を
増
し
て
い
る
反
り
の
大
き
い

屋
根
瓦
も
大
き
く
、
部
厚
い
。
さ
す
が
都
の
貴
族
の

家
だ
0
 
地
方
の
農
村
に
み
る
瓦
と
は
大
い
に
違
う
の

で
あ
る
。

江
南
の
江
西
省
楽
平
県
の
あ
た
り
で
も
、
台
湾
に

向
か
い
あ
う
福
建
省
の
徳
化
県
の
あ
た
り
で
も
、
農

村
の
家
々
に
み
る
瓦
は
小
ぷ
り
な
の
で
あ
る
。
も
と

よ
り
瓦
だ
け
の
差
で
は
な
い
。
北
と
南
の
差
は
料
理

や
早
巣
の
上
で
も
大
き
く
、
さ
す
が
多
民
族
国
家
で

あ
る
だ
け
に
地
域
差
が
強
烈
に
認
め
ら
れ
る
の
は
当

然
で
あ
る
。
漸
江
省
の
寧
波
や
、
福
建
省
の
泉
州
、

唖
門
あ
九
り
に
な
る
と
、
墳
墓
の
形
態
ま
で
北
と
は

全
く
違
う
0
 
日
本
で
も
沖
縄
だ
け
に
し
か
見
ら
れ
な北

い
飽
甲
墓
は
、
ま
さ
に
福
建
墓
の
系
統
で
あ
り
、

へ
の
展
開
を
み
せ
な
い
墓
制
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

中
国
で
集
中
的
に
見
て
廻
っ
た
陶
磁
器
関
係
の
遺

跡
や
遺
物
か
ら
す
る
と
、
こ
れ
ま
た
日
本
に
搬
入
さ

れ
た
奈
良
時
代
以
後
の
資
料
の
生
蛋
に
も
、
時
代

に
な
る
0
 
日
本
と
中
国
と
の
か
か
わ
り
を
知
り
九
い

と
す
る
「
願
い
し
も
、
「
南
柯
の
夢
L
 
な
の
で
あ
ろ

、
つ
か
。

東
西
南
北

北
京
で
の
宿
舎
は
、
鼓
楼
に
近
い
侶
松
園
で
あ
っ

九
0
 
こ
こ
は
元
代
の
蒙
古
貴
族
の
屋
敷
を
部
分
的
K

に
ょ
る
地
域
差
が
指
摘
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
同
志
社

の
校
地
か
ら
出
土
す
る
中
国
産
の
輸
入
陶
磁
器
は
、

中
国
の
唐
代
や
五
代
ま
で
の
も
の
は
発
見
さ
れ
て
無

く
、
す
べ
て
宋
代
以
後
の
資
料
で
あ
り
、
し
か
も
漸

江
省
、
江
西
省
、
福
建
省
な
ど
の
江
南
地
方
の
も
の

に
限
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
日
宋
貿
易
や
対
明
貿

易
に
ょ
っ
て
輸
入
さ
れ
た
中
世
以
後
の
陶
磁
器
の
'

る
さ
と
が
、
江
南
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

西
か
ら
東
へ
と
運
ば
れ
た
陶
磁
器
に
対
し
て
、
東

か
ら
西
へ
と
、
す
な
わ
ち
日
本
か
ら
中
国
へ
と
述
ば

れ
た
も
の
の
中
に
日
本
刀
が
あ
る
こ
と
は
、
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
中
国
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る

染
付
の
茶
碗
一
個
に
対
し
て
、
日
木
刀
が
百
振
り
も

必
要
で
あ
っ
た
事
実
の
あ
る
こ
と
を
知
る
人
は
す
く

な
い
。
室
町
時
代
に
相
当
す
る
中
国
明
代
の
記
録
に

記
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

江
月
時
代
に
入
っ
て
、
日
本
で
も
よ
う
や
く
染
付

や
青
磁
や
白
磁
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
九
。
大
き

な
技
術
革
新
で
あ
る
。
こ
の
技
術
革
新
は
、
大
き
な

「
願
い
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
大
陸
か
ら
日
本

に
導
入
さ
れ
た
文
化
や
文
明
の
一
つ
一
つ
を
、
あ
き

ら
か
に
し
た
い
と
す
る
の
も
「
願
い
」
の
一
つ
で
あ

れ
ば
、
逆
に
も
九
ら
し
九
も
の
を
あ
き
ら
か
に
し
九

い
と
す
る
の
も
「
願
い
」
で
あ
る
。
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日
本
と
中
国
の
関
係
を
歴
史
的
に
み
た
と
き
、
現

在
ほ
ど
市
民
レ
ベ
ル
の
友
好
関
係
が
発
展
し
た
こ
と

は
な
い
。
相
互
に
理
解
し
合
う
こ
と
は
、
相
互
に
尊

重
し
合
う
こ
と
で
あ
り
、
相
互
に
発
展
す
る
こ
と
に

通
じ
る
。
帯
交
流
の
発
展
や
、
市
民
レ
ベ
ル
の
広

範
な
交
流
が
更
に
発
展
す
る
こ
と
は
、
大
き
な
「
願

い
」
で
あ
る
。

写
真
説
明

写
①
、
出
土
し
た
等
身
大
の
秦
始
皇
帝
陵
兵
馬
倆

坑
の
倆
群
(
西
安
、
秦
倆
よ
り
)

写
②
、
北
京
郊
外
の
八
瑞
あ
た
り
で
は
、
万
里

の
長
城
も
常
に
補
修
が
進
め
ら
れ
て
い

る

写
⑧
、
北
京
か
ら
周
口
店
洞
穴
に
向
う
途
中
に
、

薗
籍
が
あ
る
。
蘆
籍
事
件
の
際
に
、

日
本
軍
の
攻
撃
に
よ
っ
て
無
惨
な
姿
と
な

つ
た
宛
平
県
城
は
、
記
念
卿
的
に
保
存
さ

れ
、
広
島
の
原
爆
ド
ー
ム
と
伺
様
に
見
学

者
が
多
い
。

(
同
志
社
大
学
校
地
学
術
調
査
委
員
会
調
査
主
任
)

同
志
社
校
地
出
土
の
埋
蔵
文
化
財

あ
さ
ひ
や
き
し
め
な
わ
も
ん
わ
ん

朝
日
焼
注
連
縄
文
碗

鈴
木
重
治

文
が
雄
洋
な
筆
致
で
描
か
れ
て
い
て
、
飾
り
の
譲

葉
や
裏
白
も
素
朴
で
あ
り
、
さ
わ
や
か
で
あ
る
。

釉
調
は
、
淡
い
桃
黄
色
で
、
露
胎
部
の
畳
付
を
除
い

て
全
面
に
施
釉
さ
れ
て
い
て
、
胎
土
は
き
め
の
細

か
い
黄
白
色
を
呈
し
て
い
る
。
ま
た
器
の
内
外
面

に
は
、
部
分
的
に
紅
斑
を
散
在
さ
せ
て
、
い
わ
ゆ

る
御
本
手
の
茶
碗
の
典
型
で
あ
る
。
畳
付
に
接
し

て
、
権
十
郎
印
と
呼
ば
れ
る
卓
朝
日
の
刻
印
が
あ

り
、
遠
州
好
み
の
七
窯
の
一
つ
と
し
て
の
朝
日
焼

の
出
士
例
と
し
て
も
、
稀
れ
に
み
る
優
品
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
朝
日
焼
は
慶
長
年
閻
(
一
五
九
六
S

一
六
一
毛
奥
村
次
郎
右
衛
門
に
よ
っ
て
宇
治
朝

日
山
に
築
窯
さ
れ
た
の
が
創
始
と
さ
れ
て
い
る
。

当
資
料
は
、
文
様
描
成
か
ら
も
明
ら
か
の
よ
う

に
若
松
文
、
松
竹
梅
文
、
万
歳
文
な
ど
の
碗
と
伺

様
、
正
月
の
初
釜
の
際
に
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ

ろ
う
0

出
土
地
点
が
、
薩
摩
藩
邸
の
跡
地
だ
け
に
、
武

士
の
か
か
わ
る
語
さ
び
の
茶
と
し
て
ば
か
り
で

な
く
勇
猛
な
武
士
と
安
ら
ぎ
の
対
比
に
ま
で
想
い

を
馳
せ
る
こ
と
す
ら
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
共
伴

資
料
の
土
師
器
や
焼
塩
壷
は
、
近
世
の
物
質
文
化

史
を
理
解
す
る
上
で
考
古
学
的
に
重
視
さ
れ
る
一

群
で
あ
り
、
当
資
料
の
検
出
の
意
義
は
大
き
い
0

(
黒
社
大
学
校
地
学
術
調
査
委
員
会
調
査
主
任

同
志
社
中
学
校
新
彰
栄
館
増
築
地
点
の
発
掘
調

査
の
際
、
径
二
・
四
米
の
二
段
掘
り
の
士
坑
が
検

出
さ
れ
、
そ
の
埋
没
土
の
中
か
ら
士
師
器
の
皿
や

焼
塩
壺
な
ど
と
共
に
出
土
し
九
の
が
当
資
料
で
あ

る
。

ま
ろ
み
の
あ
る
整
正
優
美
な
プ
ロ
ポ
ー
シ
,
ン

を
持
つ
碗
で
、
口
縁
直
下
に
鉄
絵
に
ょ
る
注
連
縄

江肩11寺代口径11.1Cm、器高6.4Cm、底径4.6Cm

同志社中学校新彰栄館増築地点SK204出土

-101-


