
１６ 

かしば見聞録 

　
今
回
は
太
子
道
を
歩
い
て
み
ま
し
た
。 

　
こ
の
道
は
聖
徳
太
子
が
、斑
鳩
の
宮
（
現
在
の

法
隆
寺
付
近
）か
ら
磯
長
谷（
大
阪
府
太
子
町
）の

父
用
明
天
皇
御
陵
へ
ま
た
自
分
の
寿
陵
建
設
の
た

め
に
通
い
、そ
の
死
後
葬
送
の
道
と
し
て
知
ら
れ

て
い
ま
す
。 

　
出
発
は
王
寺
町
明
神（
美
し
ヶ
丘
）へ
の
入
口
。

道
を
行
く
と
、す
ぐ
酒
屋
が
あ
り
、そ
の
横
の
小
道

を
歩
い
て
行
き
ま
す
。す
ぐ
左
手
、道
よ
り
や
や
低

い
と
こ
ろ
に
塔
の
基
壇
が
見
え
ま
す
。
尼
寺
廃
寺

の
塔
の
礎
石
が
整
然
と
並
ん
で
い
ま
す
。
基
壇
の

上
か
ら
付
近
一
帯
を
見
渡
す
と
、大
伽
藍
が
あ
っ

た
様
子
が
想
像
で
き
ま
す（
本
誌
第
六
号
参
照
）。

大
き
な
家
並
み
を
ぬ
け
る
と
華
厳
山
般
若
院
の

そ
ば
に
出
ま
す
。
右
に
曲
が
る
と
す
ぐ
左
手
に
太

子
道
の
案
内
標
識
が
あ
り
、そ
の
指
示
に
従
っ
て

歩
き
ま
す
。
児
童
公
園
の
隅
に
「
太
子
道
　
法
隆

寺
山
主
　
高
田
良
信
」
と
彫
ら
れ
た
石
碑
が
あ
り
、

太
子
道
を
大
切
に
し
て
い
る
人
た
ち
が
い
る
こ
と

を
知
り
ま
す
。 

　
白
鳳
台
の
道
を
横
切
り
、石
材
置
場
を
右
に
曲

が
る
と
、こ
こ
に
も
「
太
子
道
」
と
彫
ら
れ
た
石
柱

が
あ
り
ま
す
。ま
だ
新
し
く
、近
年
建
て
ら
れ
た
も

の
と
思
わ
れ
ま
す
。
左
に
曲
が
る
と
、す
ぐ
に
下

寺
公
民
館
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
庭
に
金
網
が
張
ら

れ
、中
に
数
体
の
石
仏
が
安
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

風
化
が
激
し
く
お
顔
の
わ
か
り
に
く
い
も
の
も
あ

り
ま
す
が
、太
子
道
の
そ
ば
で
、通
行
の
安
全
を
祈

っ
て
い
た
も
の
が
、こ
こ
に
集
め
ら
れ
た
も
の
と
思

わ
れ
ま
す
。
さ
ら
に
歩
い
て
行
く
と
前
方
に
志
都

美
小
学
校
が
見
え
て
き
ま
す
。
西
名
阪
道
の
高
架

下
あ
た
り
ま
で
、の
ど
か
な
田
園
風
景
が
広
が
っ

て
い
ま
す
。
私
た
ち
が
忘
れ
か
け
て
い
た
風
景
が

ま
だ
こ
こ
に
は
残
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。 

　
高
架
下
を
過
ぎ
る
と
、武
烈
天
皇
御
陵
が
見
え

て
き
ま
す
。
在
位
九
年
、五
十
七
歳
で
崩
御
さ
れ

た
と
さ
れ
る
天
皇
は
奇
行
が
多
か
っ
た
と
い
わ
れ

て
い
ま
す（
本
誌
第
五
号
）。
第
十
六
代
仁
徳
天
皇

の
血
筋
は
こ
の
天
皇
で
途
切
れ
ま
し
た
。
そ
の
宮

（
皇
居
）は
泊
瀬
朝
倉
宮
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す

（
現
在
の
桜
井
市
立
初
瀬
小
学
校
の
付
近
）。
武

烈
天
皇
は
大
古
墳
を
誇
っ
た
五
世
紀
代
最
後
の
天

皇
で
、こ
れ
以
降
天
皇
御
陵
が
小
さ
く
な
っ
て
い

き
ま
す
。 

　
南
へ
歩
い
て
行
く
と
、奈
良
県
指
定
の
志
都
美

神
社
の
社
叢（
本
誌
第
五
号
）が
広
が
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
辺
り
を
見
て
い
る
と
五
穀
豊
穣
を
願
っ
た
往

時
は
大
規
模
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
で
き
ま
す
が
、

現
在
は
小
さ
く
な
っ
て
い
ま
す
。
志
都
美
神
社
の

鳥
居
の
前
を
南
に
行
く
と
道
路
角
に
石
仏
が
立
っ

て
い
ま
す
。
像
高
二
十
四
cm
の
地
蔵
石
仏
で
銘
文

は
安
永
八
亥
天
、右
た
つ
た
、道
空
信
士
、左
大
坂

さ
か
い
、安
永
八（
一
七
七
九
）年
四
月
二
十
一
日

造
立
と
あ
り
、道
空
信
士
の
供
養
と
街
道
の
安
全

を
祈
っ
て
建
て
ら
れ
た
も
の
ら
し
い
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。
地
蔵
石
仏
に
手
を
合
わ
せ
さ
ら
に
南
へ

行
き
ま
す
。
道
路
西
側
に
自
然
石
に
太
子
道
と
彫

ら
れ
た
石
碑
が
あ
り
ま
す
。こ
の
道
は
所
々
に
案

内
標
識
が
あ
る
の
で
、非
常
に
わ
か
り
易
い
。 

　
前
方
に
旭
ヶ
丘
小
学
校
が
見
え
て
き
ま
す
。
近

代
的
な
明
る
い
小
学
校
で
、す
ば
ら
し
い
環
境
の

中
に
建
っ
て
い
ま
す
。
南
か
ら
西
へ
大
き
く
方
向
を

変
え
て
い
く
道
に
沿
っ
て
旭
ヶ
丘
の
麓
を
行
く
と
、

二
上
駅
方
面
へ
行
く
道
と
出
会
い
ま
し
た
。 

　
橋
を
渡
り
川
沿
い
を
西
に
行
き
ま
す
。
高
山
台

の
住
宅
地
が
見
え
て
来
て
、近
鉄
大
阪
線
の
踏
切

に
出
ま
す
。
踏
切
を
渡
り
穴
虫
集
落
の
は
ず
れ
を

右
に
曲
が
り
、ま
た
西
へ
行
き
ま
す
。
右
前
方
、香

芝
西
中
学
校
の
方
向
は
高
山
台
の
住
宅
地
開
発

が
進
み
、緑
豊
か
だ
っ
た
風
景
も
少
し
ず
つ
変
わ
っ

て
き
て
い
ま
す
。 

　
前
方
に
国
道
一
六
五
号
線
、そ
の
上
に
山
麓
線

の
高
架
橋
が
見
え
て
来
ま
し
た
。
穴
虫
交
差
点
付

近
も
近
年
大
き
く
変
わ
り
ま
し
た
が
、ど
ん
づ
る

峯
方
面
の
風
景
を
見
て
い
る
と
、昔
の
風
情
が
少

し
残
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
こ
こ
か
ら
太

子
道
は
山
の
中
を
通
っ
て
い
ま
し
た
が
、現
在
、人

の
歩
け
る
道
は
途
切
れ
て
い
ま
す
の
で
、香
芝
太

子
線
を
行
き
ま
す
。
穴
虫
交
差
点
か
ら
太
子
町
方

面
へ
二
〇
〇
m
ほ
ど
行
き
、右
手
山
中
の
急
な
崖

を
登
っ
た
雑
木
林
の
中
に
地
蔵
磨
崖
仏
が
あ
り
ま

す
。
大
き
な
石
に
地
蔵
石
仏
が
彫
ら
れ
て
い
ま
す
。

像
高
五
十
五
cm
、銘
文
は
玉
祐
逆
修
天
文
十
七（
一

五
四
八
）年
戌
甲
九
月
四
日
造
立
。
安
山
岩
製
で
、

銘
文
中
の
「
逆
修
」
と
は
生
前
に
自
分
の
た
め
に

念
仏
す
れ
ば
死
後
家
族
が
念
仏
す
る
も
の
よ
り
七

倍
功
徳
が
あ
る
と
さ
れ
、室
町
時
代
に
流
行
し
た

よ
う
で
す
。
磨
崖
仏
の
前
に
わ
ず
か
に
道
の
跡
が

残
り
、こ
こ
が
太
子
道
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。 

　
こ
こ
か
ら
先
は
ど
ん
づ
る
峯
入
口
を
過
ぎ
る
と

大
阪
府
太
子
町
に
な
り
ま
す
。
王
寺
町
境
か
ら
太

子
町
境
ま
で
太
子
道
を
歩
い
て
感
じ
た
こ
と
は
、

香
芝
市
に
も
近
代
化
・
都
市
化
の
波
が
押
し
寄
せ

て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。 

　
し
か
し
、二
上
山
の
緑
を
は
じ
め
と
す
る
、す
ば

ら
し
い
環
境
が
い
つ
ま
で
も
す
ば
ら
し
い
ま
ま
で

あ
る
こ
と
を
念
じ
て
、今
回
の「
旧
街
道
を
歩
く
」

を
終
わ
り
ま
す
。 

タ
ウ
ン
ウ
ォ
ッ
チ
ャ
ー

三
本
晴
伸（
穴
虫
） 

け

ご
ん

ざ
ん

は
ん

に
ゃ

い
ん 

し
も
ん
て
ら 
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し
ゃ

そ
う は

つ

せ
の

あ
さ

く
ら
の

み
や 


