
　
わ
が
国
最
古
の
歴
史
書
「
日
本
書
紀
」
に
よ

る
と
、
聖

し
ょ
う

徳と
く

太た
い

子し

は
推す
い

古こ

天
皇
の
二
十
九
年

（
六
二
一
）
二
月
、
四
十
九
歳
で
亡
く
な
り
ま

し
た
。
本
年
は
、
数
え
て
一
四
〇
〇
年
目
を
迎

え
ま
す
。
聖
徳
太
子
の
墓
が
あ
る
叡え

い

福ふ
く
寺じ

（
南

河
内
郡
太
子
町
）
な
ど
太
子
ゆ
か
り
の
寺
院
で

は
、
太
子
の
偉
業
を
偲
ぶ
法ほ

う
会え

が
執
り
行
わ
れ

て
い
ま
す
。
と
く
に
、
一
〇
〇
年
に
一
度
の
節

目
に
あ
わ
せ
て
行
わ
れ
る
法
会
は
御ご

遠お
ん
忌き

と
よ

ば
れ
、
盛
大
に
催
さ
れ
る
の
で
す
。
聖
徳
太
子

は
、
日
本
初
の
一
万
円
札
の
表
紙
と
し
て
登
場

し
た
よ
う
に
、
摂せ

っ

政し
ょ
うと
い
う
政ま
つ
り
ご
と
だ
け

で
な
く
、
日
本
仏
教
の
祖
と
い
う
超
有
名
な
人

物
と
し
て
、
今
な
お
慕
わ
れ
続
け
て
い
ま
す
。

　
本
市
に
お
い
て
も
、
聖
徳
太
子
に
関
わ
る

寺
や
文
化
財
が
あ
る
か
と
い
う
問
い
合
わ
せ

が
、
何
件
か
あ
り
ま
し
た
。
三
宅
中
五
丁
目

の
古
い
町
並
み
が
残
る
西
側
に
融ゆ

う

通ず
う

念ね
ん

佛ぶ
つ

宗
し
ゅ
う

の
西さ
い

方ほ
う

寺じ

が
建
っ
て
い
ま
す
。
も
と
も
と
浄

土
宗
で
し
た
が
、
鎌
倉
時
代
末
期
の
元げ

ん

亨こ
う

年

間
（
一
三
二
一
〜
二
四
）
に
、
融
通
念
佛
の

教
え
を
広
め
る
念
佛
勧か

ん

進じ
ん

道
場
が
建
て
ら
れ

た
こ
と
が
始
ま
り
と
伝
え
て
い
ま
す
。

　
本
堂
の
横
に
、
観か

ん

音の
ん
堂ど
う
が
あ
り
ま
す
。
こ

こ
に
祀
ら
れ
る
本
尊
が
十
二
世
紀
後
半
の

平
安
時
代
後
期
の
十
一
面
観
音
像
で
、
市
の

指
定
文
化
財
で
す
。
針し

ん

葉よ
う

樹じ
ゅ

の
一い

ち

木ぼ
く

造づ
く
りで

、

高
さ
93
㎝
余
を
測
り
ま
す
。
ふ
っ
く
ら
と
し

た
丸
顔
で
、
穏
や
か
な
表
情
を
示
し
て
い
ま

す
（「
松
原
歴
史
ウ
ォ
ー
ク
」
257
）。

　
本
像
は
、
三
宅
中
四
丁
目
に
鎮
座
す
る

屯み
や
け倉

神
社
境
内
に
あ
っ
た
梅ば

い

松し
ょ
う

院い
ん

の
本
尊

で
し
た
。
こ
の
十
一
面
観
音
像
が
、
聖
徳
太

子
に
よ
っ
て
彫
ら
れ
た
と
伝
わ
っ
て
い
る
の

で
す
。
梅
松
院
は
真し

ん

言ご
ん

宗し
ゅ
うで
、
神
社
の
神じ
ん

宮ぐ
う

寺じ

に
あ
た
り
、
山
号
を
「
菅か
ん

應お
う

山ざ
ん
」
と
称
し

ま
す
。
屯
倉
神
社
は
、
江
戸
時
代
に
は
三
宅

天
満
宮
と
よ
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
天て

ん

明め
い

三
年

（
一
七
八
三
）
に
描
か
れ
た
「
天
満
宮
境
内
絵

図
」
に
は
、
鳥
居
と
門
の
北
側
、
現
在
の
社

務
所
あ
た
り
に
東
か
ら
「
観
音
堂
」「
宮
寺
梅

松
院
」「
鐘か

ね

撞つ
き
堂ど
う
」
が
並
ん
で
見
ら
れ
ま
す
。

　
江
戸
時
代
か
ら
、
梅
松
院
の
伝
・
聖
徳

太
子
作
の
十
一
面
観
音
像
は
人
々
か
ら
ご

利
益
の
あ
る
仏
さ
ま
と
し
て
信
仰
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
江
戸
時
代
中
頃
の
享

き
ょ
う

保ほ
う

十
一

年
（
一
七
二
六
）
二
月
二
十
五
日
に
書
か
れ

た
「
河
内
丹た

ん

北ぼ
く

郡
三
宅
天
満
宮
梅
松
院
縁

起
」
に
、本
像
の
由
来
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
に
は
、「
聖
徳
太
子
が
佛
敵
退
散
の
御

願
に
よ
っ
て
作
ら
せ
給た

ま

ふ
、
一い

っ

刀と
う

三さ
ん

礼ら
い

の

十
一
面
観
世
音
の
尊
像
を
馬う

ま

子こ
の

連む
ら
じに
賜
わ

る
。畝う

ね
傍び

が
伝
来
し
て
此こ

の
森も

り
の
中
に
安
置
す
。

今
の
本
尊
是こ

れ
な
り
」
と
あ
り
ま
す
。

　
伝
承
で
は
、
太
子
が
佛
敵
を
退
散
さ
せ
る
た

め
、
仏
像
を
刻
む
の
に
、
一
刀
を
入
れ
る
ご
と

に
三
度
礼
拝
し
て
造
っ
た
十
一
面
観
音
で
あ
る

こ
と
。
そ
の
像
を
推
古
天
皇
の
も
と
、
太
子
と

と
も
に
政
務
を
執
っ
て
い
た
蘇そ

我が
の

馬う
ま

子こ

に
賜
え

た
と
あ
り
ま
す
。
の
ち
、
本
像
は
子
の
蘇
我
畝

傍
に
伝
わ
り
、
屯
倉
神
社
が
鎮
座
す
る
森
、
梅

松
院
に
安
置
し
た
の
だ
と
述
べ
て
い
ま
す
。

　
江
戸
時
代
、
神し

ん

仏ぶ
つ

習し
ゅ
う
合ご
う
の
習
わ
し
で
梅
松

院
の
僧
が
、
読ど

経き
ょ
うと

と
も
に
神
社
の
祭
礼
な

ど
を
つ
か
さ
ど
っ
て
い
ま
し
た
。
神
社
祭
神

の
菅す

が

原わ
ら
の

道み
ち
真ざ
ね
（
天て
ん
満ま

大だ
い
自じ

在ざ
い
天て
ん
）
の
本ほ
ん
地じ

仏ぶ
つ

（
神
の
正
体
）
と
し
て
本
像
が
祀
ら
れ
、
そ
の

ご
利
益
で
あ
る
安
全
祈
願
の
「
方か

た

違た
が
え

之の

御お

札ふ
だ
」
も
刷
っ
て
参
拝
者
に
渡
し
て
い
ま
し
た
。

　
梅
松
院
は
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）、
廃

寺
と
な
り
ま
し
た
が
、
十
一
面
観
音
像
は
近

く
の
西
方
寺
に
移
さ
れ
、
引
き
続
き
三
宅

観
音
と
よ
ば
れ
、
信
仰
が
続
け
ら
れ
て
い
っ

た
の
で
す
。
江
戸
時
代
以
降
、
多
く
の
人
々

が
ご
利
益
を
得
ら
れ
る
よ
う
版は

ん

木ぎ

に
よ
る

刷
り
物
も
広
く
流
布
し
て
い
き
ま
し
た
。

右
手
に
錫

し
ゃ
く

杖じ
ょ
うを
持
つ
お
姿
で
、「
聖
徳
太
子

御
作　
十
一
面
観
世
音　
天
満
宮
御
本
地
」

と
上
面
に
刻
ま
れ
て
お
り
、
西
方
寺
に
蔵

さ
れ
て
い
ま
す
。
同
じ
く
、「
方
違
之
御
札
」

と
し
て
、「
奉
拝　
聖
徳
太
子
御
作　
方
違

十
一
面
観
世
音
菩
薩　
天
満
宮
御
本
地
」
と

彫
ら
れ
た
参
拝
集
印
も
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
江
戸
時
代
後
半
に
は
行
わ
れ
て
い
た
河

内
地
方
の
古
刹
を
巡
る
河
内
西
国
三
十
三

箇
所
霊
場
の
十
五
や
十
三
番
、
の
ち
客
番
に

西
方
寺
が
選
ば
れ
ま
す
が
、
こ
の
十
一
面
観

音
を
祀
っ
て
い
た
か
ら
で
す
。

　
西
方
寺
で
は
、
毎
年
八
月
十
日
に
限
っ
て
、

本
像
を
同
日
に
お
参
り
す
れ
ば
、
千
日
分
の
功く

徳ど
く
を
い
た
だ
き
、
観
音
様
と
の
御
縁
を
よ
り
一

層
深
め
ら
れ
る
日
と
す
る
「
千せ

ん

日に
ち

会え

」
を
続
け

て
い
ま
す
。
今
年
も
コ
ロ
ナ
禍
で
し
た
が
、
檀

信
徒
さ
ん
ら
は
感
染
に
気
を
つ
け
な
が
ら
、
参

拝
さ
れ
ま
し
た
。
聖
徳
太
子
信
仰
が
三
宅
の
地

で
、
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
い
る
の
で
す
。

西田 孝司（松原市文化財保護審議会）
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伝
・
聖
徳
太
子
作
の
梅
松
院
本
尊

三
宅
観
音
信
仰
の
千
日
会
法
要

▲西方寺十一面観音像
（松原市教育委員会提供）

▲十一面観音像の版木の刷
り物（右）と参拝集印（左）
（西方寺蔵）

▲「三宅天満宮縁起」右：冒頭　中：伝・聖徳
太子作の十一面観音像の記述部分　左：巻
末 （三宅中4丁目・屯倉神社蔵）

▲本年8月10日に行われた千
日会 中央に十一面観音像が祀
られる。

聖徳太子と西方寺の十一面観音像
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