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「
和
」
の
心 

 

王
寺
町
は
、
聖
徳
太
子
と
ゆ
か
り
が
深
い
町
だ
。 

太
子
が
斑
鳩
で
亡な

く
な
っ
た
後
、
そ
の
な
き
が
ら
を
大
阪
府
太
子
町
に
あ
る
墓
ま
で
運
ん
だ
と
さ
れ
る

「
太
子
葬
送
の
道
」
が
王
寺
町
を
通
っ
て
い
る
。
町
内
に
あ
る
達
磨
寺
に
は
、
太
子
が
飢
え
と
寒
さ
で
倒

れ
て
い
た
人
を
助
け
た
と
こ
ろ
、
そ
の
人
が
実
は
達
磨
大
師
の
化
身
で
あ
っ
た
と
い
う
伝
説
が
あ
る
。
そ

の
達
磨
大
師
の
墓
が
あ
る
と
伝
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
「
達
磨
」
寺
と
し
て
開
基
さ
れ
た
そ
う
だ
。
達
磨
寺

に
は
太
子
の
愛
犬
と
さ
れ
る
雪
丸
の
石
像
も
あ
る
。
ま
た
、
達
磨
寺
の
南
に
あ
る
芦
田
池
は
、
太
子
の
霊

験げ
ん

に
よ
っ
て
完
成
し
た
た
め
池
で
あ
る
な
ど
、
聖
徳
太

子
に
ま
つ
わ
る
逸
話
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。 

王
寺
町
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
っ
て
い
る
「
和

や
わ
ら
ぎ

の
鐘
」

は
、
聖
徳
太
子
に
よ
る
十
七
条
憲
法
の
第
一
条
「
以
和

為
貴
（
わ
を
も
っ
て
と
う
と
し
と
な
す
）
」
の
精
神
を

尊
重
し
、
未
来
へ
伝
え
よ
う
と
名
付
け
ら
れ
た
。
鐘
の

音
を
町
内
に
鳴
り
響
か
せ
る
こ
と
で
、
人
々
が
安
ら
か

に
過
ご
し
、
子
ど
も
が
健
や
か
に
成
長
す
る
こ
と
を
願

っ
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
だ
。
町
民
憲
章
に
は
「
わ
た
し

た
ち
は
『「

和
や
わ
ら
ぎ

の
鐘
』
が
な
る
王
寺
の
町
民
で
す
」
と
記

さ
れ
て
い
る
。ま
た
平
成
二
年
に
は
、
和

や
わ
ら
ぎ

の
鐘
に
込
め
ら
れ
た「
和
」

の
心
や
「
和

や
わ
ら
ぎ

の
鐘
の
な
る
町
」
と
し
て
ふ
る
さ
と
王
寺
町
に
託
し

た
人
々
の
思
い
に
つ
い
て
考
え
、
後
の
世
代
に
継
承
し
て
い
く
た

め
の
日
と
し
て
、
九
月
二
三
日
を
「
和

や
わ
ら
ぎ

の
日
」
と
定
め
て
い
る
。 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
和
」
の
心
と
は
ど
の
よ
う
な
心
な
の
だ
ろ
う

か
。 十

七
条
憲
法
の
「
以
和
為
貴
（
わ
を
も
っ
て
と
う
と
し
と
な
す
）
」

は
、
第
一
条
の
冒
頭
に
あ
る
。
「
平
和
を
も
っ
と
も
大
切
に
し
（
以

和
為
貴
）
」
の
後
に
、
「
抗
争
し
な
い
こ
と
を
規
範
と
せ
よ
。
人
間

に
は
み
な
無
明
（
自
己
中
心
性
な
ど
）
か
ら
出
る
党
派
心
と
い
う
も

の
が
あ
り
、
ま
た
覚
（
悟さ

と

）
っ
て
い
る
（
理
解
し
て
い
る
）
者
は
少

な
い
。
そ
の
た
め
に
、
リ
ー
ダ
ー
や
親
に
従
わ
ず
、
近
隣
同
士
で
争
い
を
起
こ
す
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う

の
だ
。
だ
が
、
上
も
下
も
和
ら
い
で
睦
ま
じ
く
、
問
題
を
話
し
合
え
る
な
ら
、
自
然
に
事
実
と
真
理
が
一

致
す
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
実
現
で
き
な
い
こ
と
は
何
も
な
い
。
※
」
と
い
う
内
容
が
続
く
。
平
和
を
大
事
に

す
る
こ
と
に
加
え
て
、
み
ん
な
で
和
ら
い
で
睦
ま
じ
く
話
し
合
う
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
第
一
条
に
は
書
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か
れ
て
い
る
。 

ま
た
、
こ
の
十
七
条
憲
法
の
末
尾
、
第
十
七
条
に
は
、
「
そ
も
そ
も
事
は
独
断
で
決
め
る
べ
き
で
は
な

い
。
か
な
ら
ず
、
皆
と
一
緒
に
議
論
す
べ
き
で
あ
る
。
小
さ
な
事
は
軽
い
の
で
、
か
な
ら
ず
し
も
皆
と
相

談
す
る
必
要
は
な
い
。
た
だ
大
き
な
事
を
議
論
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
あ
る
い
は
過
失
が
あ
り
は
し
な
い

か
と
疑
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
皆
と
互
い
に
是
非
を
検
証
し
合
え
ば
、
そ
の
命
題
が
理
に
か
な
う
で
あ
ろ

う
。
」
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
お
り
、
第
一
条
に
あ
る
み
ん
な
で
話
し
合
う
こ
と
の
大
切
さ
に
通
じ
る

内
容
と
な
っ
て
い
る
。 

十
七
条
憲
法
の
他
の
条
に
は
、
理
想
的
な
国
家
を
実
現
す
る
た
め
の
規
範
等
が
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ

る
が
、
筆
者
は
、
十
七
条
憲
法
の
冒
頭
と
末
尾
に
、
聖
徳
太
子
が
和
を
大
事
に
す
る
こ
と
と
併
せ
て
議
論

す
る
こ
と
を
大
切
に
し
て
い
た
こ
と
に
強
く
心
ひ
か
れ
る
。
多
く
の
人
々
が
和
ら
い
で
睦
ま
じ
く
話
し
合

う

―
議
論
す
る
た
め
に
も
ま
た
、
「
和
」
が
大
事
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。
そ
う
考
え
て
み
る
と
、

「
和
」
の
心
に
は
、
「
和
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
す
る
「
や
わ
ら
ぐ
」
「
仲
良
く
す
る
」
「
争
い
を
や
め

る
」
「
協
力
し
あ
う
」
「
調
和
が
と
れ
て
い
る
」
な
ど
に
加
え
て
、
も
う
少
し
違
っ
た
意
味
も
込
め
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。 

議
論
で
大
切
に
し
た
い
こ
と
は
、
単
に
意
見
を
言
い
合
う
だ
け
に
終
わ
る
の
で
は
な
く
、
意
見
を
交
わ

し
合
う
中
か
ら
、
よ
り
よ
い
考
え
を
見
出
し
た
り
新
た
な
考
え
を
生
み
出
し
た
り
す
る
こ
と
で
あ
る
。
多

く
の
人
と
一
緒
に
議
論
す
る
に
は
、
ま
ず
自
分
の
考
え
を
し
っ
か
り
と
も
つ
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
き

ち
ん
と
伝
え
る
こ
と
も
重
要
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
さ
ら
に
大
切
な
こ
と
は
、
他
の
人
の
考
え
や
意
見
を
し

っ
か
り
と
聞
き
、
受
け
と
め
、
自
分
の
考
え
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
、
よ
り
よ
い
考
え
を
見
出
し
た
り

つ
く
り
出
し
た
り
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
議
論
を
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
や
心
構
え
も
ま
た
、
「
和
」

の
心
な
の
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。 

も
め
事
や
対
立
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
、
自
分
の
意
見
は
言
わ
ず
に
表
面
上
仲
良
く
し
て
い
て
も
、
そ

れ
は
「
和
」
の
心
と
は
言
え
な
い
。
一
方
で
、
自
分
の
意
見
を
言
う
だ
け
で
、
他
者
の
考
え
や
意
見
を
聞
く

姿
勢
を
も
た
な
け
れ
ば
議
論
は
で
き
ず
、
も
ち
ろ
ん
こ
れ
も
「
和
」
の
心
で
は
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
自

分
の
考
え
に
固
執
し
て
し
ま
う
と
、
他
者
の
よ
り
よ
い
考
え
に
気
付
け
ず
、
新

し
い
考
え
も
つ
く
り
出
せ
な
い
し
、
か
と
い
っ
て
他
者
の
考
え
に
流
さ
れ
る
だ

け
で
は
、
よ
り
よ
い
考
え
は
見
出
せ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
分
の
考
え

を
大
切
に
す
る
一
方
で
、
他
者
の
考
え
も
き
ち
ん
と
受
け
止
め
る
こ
と
で
、
自

分
と
他
者
の
考
え
を
照
ら
し
合
わ
せ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
長
所
短
所
を
比
べ
、
よ
り

よ
い
考
え
を
他
者
と
一
緒
に
探
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
に
は
、

ど
の
よ
う
な
姿
勢
や
心
構
え
を
も
つ
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。 

自
分
自
身
が
、
他
者
と
接
し
て
い
る
と
き
の
姿
勢
や
心
構
え
に
つ
い
て
振
り

返
っ
て
み
る
。
そ
し
て
、
自
分
は
他
者
と
向
き
合
う
と
き
に
ど
ん
な
こ
と
を
大
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切
に
す
べ
き
か
を
考
え
て
み
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
自
分
に
と
っ
て
の
「
和
」
の
心
に
つ
い
て
考
え
、
こ

れ
か
ら
ど
の
よ
う
に
人
々
と
接
し
て
い
き
た
い
か
と
い
う
思
い
や
願
い
を
一
人
一
人
が
温
め
る
こ
と
が
、

ふ
る
さ
と
王
寺
町
の
「
和

や
わ
ら
ぎ

の
鐘
」
に
託
さ
れ
た
人
々
の
思
い
を
受
け
と
め
、
受
け
継
い
で
い
く
こ
と
に
つ

な
が
る
の
だ
ろ
う
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。 

  

〇 

王
寺
町
が
「
和
の
鐘
」
に
託
し
た
の
は
、
ど
ん
な
町
に
し
て
い
き
た
い
と
い
う
思
い
や
願
い
だ
と
考

え
ま
す
か
。 

 

〇 

あ
な
た
に
と
っ
て
の
「
和
」
の
心
と
は
、
ど
ん
な
心
で
し
ょ
う
。
他
者
と
接
す
る
と
き
、
ど
ん
な
姿
勢

や
心
構
え
を
大
切
に
し
た
い
と
考
え
ま
す
か
。 

  

※
十
七
条
憲
法
の
現
代
語
訳
に
つ
い
て
は
、
聖
徳
太
子
『
十
七
条
憲
法
』
を
読
む
―
日
本
の
理
想
― 

岡

野
守
也
・
著
（
平
成
十
五
年 

大
法
輪
閣
・
発
行
）
に
よ
る 


