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三
十
三
間
堂
の
柳
の
棟
木

は
じ
め
に

　

観
光
名
所
と
し
て
有
名
な
京
都
の
三
十

三
間
堂
の
棟
木
は
、
柳
で
造
ら
れ
た
と
い

う
伝
説
や
昔
話
が
日
本
各
地
に
伝
わ
っ
て

い
ま
す
。
内
容
に
多
少
差
異
は
あ
る
も
の

の
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
話
で
す
。

　
「
切
ら
れ
る
と
こ
ろ
を
救
わ
れ
た
柳
の

精
が
、
恩
人
と
の
間
に
子
ど
も
を
も
う
け

る
。
何
年
か
た
つ
と
京
都
で
三
十
三
間
堂

が
建
て
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
く
だ
ん
の

柳
は
棟
木
の
建
材
と
し
て
切
り
倒
さ
れ
、

京
都
に
運
ば
れ
る
次
第
と
な
る
が
、
ど
う

し
て
も
動
か
な
い
。
そ
こ
で
柳
の
精
の
子

ど
も
に
曳
か
せ
る
と
、
ス
ル
ス
ル
と
運
ば

れ
て
い
っ
た
」

　

し
か
し
、
柳
は
材
質
が
軟
ら
か
く
建
材

に
は
不
向
き
で
あ
り
、
ま
し
て
や
長
大
な

建
築
物
の
棟
木
に
使
用
す
る
と
は
、
た
と

え
伝
説
や
昔
話
で
あ
っ
て
も
、
な
か
な
か

納
得
が
い
く
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
杉

や
桧
な
ら
と
も
か
く
、
ど
う
し
て
柳
を
棟

木
と
す
る
よ
う
な
話
が
、
全
国
で
語
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

花
山
天
皇
の
頭
痛

　

さ
て
少
し
話
は
飛
び
ま
す
が
、
平
安
時

代
ご
ろ
か
ら
熊
野
三
山
（
本
宮
大
社
、
速

玉
大
社
、
那
智
大
社
）
が
聖
地
と
し
て
注

目
を
あ
つ
め
、
熊
野
詣
が
貴
族
た
ち
の
間

で
流
行
し
た
こ
と
に
よ
り
、
次
の
よ
う
な

話
が
建
暦
２
年
（
１
２
１
２
）
か
ら
建
保

３
年（
１
２
１
５
）の
間
に
成
立
し
た『
古

事
談
』
に
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
「
花
山
天
皇
が
頭
痛
を
患
い
、
雨
が
降

る
と
特
に
痛
ん
だ
。
那
智
で
千
日
の
修
行

を
し
た
安
部
晴
明
に
診
せ
る
と
、
天
皇
の

前
世
は
尊
い
仏
道
修
行
者
で
、（
熊
野
の
）

大
峰
で
亡
く
な
ら
れ
た
。
そ
の
髑
髏
は
岩

の
間
に
落
ち
込
ん
で
し
ま
い
、
雨
が
降
る

と
岩
が
膨
張
す
る
の
で
痛
む
の
だ
と
言
う

の
で
、
髑
髏
を
取
り
出
し
て
み
る
と
、
頭

痛
も
す
っ
か
り
治
っ
た
」

　

こ
う
し
た
話
は
、
熊
野
の
霊
験
を
広
め

る
た
め
、
熊
野
の
導
師
た
ち
が
語
っ
て
伝

え
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、

三
十
三
間
堂
の
創
建
者
で
あ
る
後
白
河
院

は
、
特
に
熱
心
に
熊
野
御
幸
を
繰
り
返
さ

れ
て
い
ま
し
た
。

後
白
河
院
の
説
話

　

三
十
三
間
堂
こ
と
蓮
華
王
院
本
堂
は
、

長
寛
２
年
（
１
１
６
４
）
に
造
営
さ
れ
、

そ
の
後
、
火
災
に
よ
っ
て
全
焼
し
、
文
永

３
年
（
１
２
６
６
）
に
再
建
さ
れ
た
建
物

が
、
現
在
に
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
創
建

者
で
あ
る
後
白
河
院
に
つ
い
て
も
、『
吉

口
伝
』
の
嘉
元
３
年
（
１
３
０
５
）
２
月

６
日
の
記
に
は
次
の
よ
う
な
説
話
が
あ
り

ま
す
。

　
「
後
白
河
院
が
熊
野
に
行
幸
し
た
際
、

前
世
は
熊
野
本
宮
の
蓮
華
房
と
い
う
行
者

で
、
そ
の
遺
骨
が
（
熊
野
の
）
滝
尻
に
あ

る
と
い
う
お
告
げ
を
受
け
た
。
そ
の
場
所

で
遺
骨
を
得
て
帰
京
し
、
蓮
華
王
院
（
三

十
三
間
堂
）
を
創
建
し
た
」

　

こ
の
話
は
三
十
三
間
堂
の
創
建
由
来
と

し
て
語
ら
れ
て
お
り
、
や
は
り
熊
野
と
関

連
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
同
じ
頃
に
成
立

し
た
『
雑
談
集
』
に
は
、
後
白
河
院
が
頭

痛
に
悩
ん
で
い
た
と
こ
ろ
、
祈
念
す
る
と

前
世
は
三
井
寺
の
法
師
で
あ
り
、
髑
髏
に

松
の
根
が
生
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、

そ
れ
を
取
り
除
く
と
頭
痛
が
治
っ
た
と
い

う
、
花
山
天
皇
と
後
白
河
院
の
説
話
を
あ

わ
せ
た
よ
う
な
話
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

登
場
す
る
柳

　

こ
こ
ま
で
、
柳
は
登
場
し
て
い
ま
せ
ん

が
、例
え
ば
永
享
12
年（
１
４
４
０
）の『
五

重
聞
書
』
に
は
「
後
白
河
院
の
前
世
の
髑

髏
か
ら
柳
が
生
え
て
お
り
、
そ
れ
を
と
る

と
頭
痛
は
止
ん
だ
。
こ
の
髑
髏
を
仏
に
入

れ
て
本
尊
と
な
し
、
三
十
三
間
堂
を
建
て

た
」
と
な
り
、
だ
い
た
い
15
世
紀
頃
か
ら

柳
が
後
白
河
院
の
頭
痛
の
原
因
と
し
て
登

場
し
、
不
思
議
な
こ
と
に
定
着
し
て
い
く

よ
う
で
す
。

　

そ
の
後
、
脚
色
が
進
み
、
17
世
紀
後
半

の
『
紀
南
郷
導
記
』
に
な
る
と
、「
故
ニ

此
楊
（
柳
）
ヲ
以
テ
棟
木
ト
為
シ
」
て
三

十
三
間
堂
を
建
て
た
と
し
て
、
柳
が
棟
木

に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

浄
瑠
璃
で
取
り
上
げ
ら
れ
る

　

こ
れ
と
同
じ
延
宝
元
年
（
１
６
７
３
）

頃
の
浄
瑠
璃
『
熊
野
権
現
開
帳
』
は
、
こ

の
よ
う
な
話
を
取
材
し
た
と
思
わ
れ
、
髑

髏
を
貫
い
て
い
る
柳
の
精
が
人
間
の
妻
と

な
り
、
子
ど
も
を
も
う
け
、
最
終
的
に
三

十
三
間
堂
の
棟
木
に
さ
れ
る
と
い
っ
た
内

容
が
取
り
込
ま
れ
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、こ
の
浄
瑠
璃
は
宝
暦
10
年（
１

７
６
０
）
初
演
の
複
雑
長
大
な
ス
ト
ー

リ
ー
『
祗
園
女
御
九
重
錦
』
に
受
け
継
が

れ
、
そ
の
後
、
く
だ
ん
の
内
容
が
『
三
十

三
間
堂
棟
由
来
』
と
し
て
独
立
し
、
現
在

に
至
る
ま
で
上
演
さ
れ
る
人
気
作
と
な
り

ま
し
た
。
こ
う
し
た
浄
瑠
璃
が
全
国
に
知

ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
初
に
見
た
よ

う
な
伝
説
や
昔
話
が
全
国
各
地
に
根
付
い

て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

な
ぜ
柳
な
の
か

　

こ
れ
ま
で
、
柳
を
棟
木
と
す
る
伝
説
が

各
地
に
根
づ
く
経
緯
を
み
て
き
ま
し
た

が
、
ま
だ
疑
問
が
残
っ
て
い
ま
す
。
永
享

12
年
（
１
４
４
０
）
の
『
五
重
聞
書
』
に

柳
が
登
場
す
る
ま
で
、
つ
ま
り
15
世
紀
以

前
は
、
松
や
岩
も
頭
痛
の
種
に
用
い
ら
れ

て
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
な
ぜ
か
柳
に
定
着

し
て
し
ま
い
ま
す
。

楊
枝
浄
水
供

　

こ
の
理
由
に
つ
い
て
、
三
十
三
間
堂
で

毎
年
１
月
に
行
わ
れ
る
「
楊
枝
浄
水
供
」

に
関
係
す
る
と
い
う
説
が
あ
り
ま
す
。
こ

れ
は
僧
侶
が
お
経
を
唱
え
な
が
ら
、
参
拝

者
の
頭
に
柳
の
枝
で
浄
水
を
振
り
か
け
、

無
病
息
災
を
祈
る
行
事
で
す
。
現
在
の
形

式
に
な
っ
た
の
は
大
正
時
代
か
ら
で
す

が
、
後
白
河
院
の
時
代
か
ら
こ
の
原
型
が

三
十
三
間
堂
で
執
り
行
わ
れ
て
い
た
可

能
性
が
あ
り
、
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
三

十
三
間
堂
と
関
連
の
あ
る
柳
が
、
後
白

河
院
の
説
話
と
結
び
付
け
ら
れ
た
と
い

う
の
で
す
。

柳
で
は
な
く
梛
（
ナ
ギ
）
？

　

こ
の
説
は
有
力
で
す
が
、
私
は
柳
で
は

な
く
、
当
初
は
梛
（
ナ
ギ
）
だ
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

梛
（
ナ
ギ
）
は
高
さ
30
ｍ
、
直
径
1
ｍ

に
も
達
す
る
マ
キ
科
の
針
葉
樹
で
、
床
柱

な
ど
の
建
材
に
も
使
わ
れ
ま
す
。
日
本
で

の
分
布
の
北
限
は
、
三
重
県
南
部
ま
た
は

山
口
県
な
の
で
、
そ
れ
よ
り
北
で
は
比
較

的
な
じ
み
の
薄
い
樹
木
と
い
え
ま
す
。
そ

し
て
、
熊
野
で
は
霊
木
と
し
て
あ
が
め
ら

れ
、速
玉
大
社
の
樹
齢
千
年
の
梛
（
ナ
ギ
）

な
ど
を
始
め
と
し
て
各
地
の
神
社
に
植
え

ら
れ
る
な
ど
、
少
な
く
と
も
平
安
時
代
末

期
に
は
熊
野
と
梛
（
ナ
ギ
）
は
強
く
結
び

付
け
ら
れ
、
熊
野
信
仰
の
シ
ン
ボ
ル
と

な
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

　

後
白
河
院
の
説
話
を
広
め
た
の
は
、
熊

野
の
導
師
た
ち
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ

と
は
前
述
し
ま
し
た
が
、
彼
ら
に
と
っ
て

梛
（
ナ
ギ
）
は
後
白
河
院
と
熊
野
を
結
び

つ
け
る
樹
木
と
し
て
、
柳
よ
り
も
相
応
し

い
と
い
え
ま
す
。

　

し
か
し
、
京
都
周
辺
、
ま
た
以
北
で
は

な
じ
み
が
薄
い
の
で
、梛
（
ナ
ギ
）
は
人
々

に
受
け
入
れ
難
く
、
字
音
や
字
面
の
似
て

い
る
柳
に
変
移
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
上
手
い
こ
と
に
三

十
三
間
堂
で
は
柳
と
関
連
の
あ
る
除
病
祈

願
が
営
ま
れ
て
お
り
、
自
然
と
定
着
し
て

い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。

お
わ
り
に

　

し
か
し
、
梛
（
ナ
ギ
）
が
こ
の
よ
う
な

説
話
に
用
い
ら
れ
て
い
た
記
録
は
な
く
、

ま
た
奈
良
の
春
日
大
社
に
は
古
く
か
ら
植

栽
さ
れ
て
神
事
に
用
い
ら
れ
て
い
た
な

ど
、
京
都
周
辺
か
ら
以
北
に
お

け
る
当
時
の
梛
（
ナ
ギ
）
の
認

知
度
に
つ
い
て
は
不
明
な
の
で
、

こ
れ
は
妄
説
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
柳
の
棟
木

の
事
例
は
、
伝
説
の
形
成
と
伝

播
に
浄
瑠
璃
の
よ
う
な
演
劇
が
、

深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
示

し
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
三
十
三

間
堂
が
長
き
に
わ
た
り
存
在
し

続
け
た
お
か
げ
で
、
も
し
江
戸

時
代
以
前
に
無
く
な
っ
て
い
た

ら
、
柳
の
棟
木
の
話
も
浄
瑠
璃

に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な

く
、
全
国
各
地
で
数
百
年
も
の

間
、
語
り
継
が
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
で
し
ょ
う
。

（
文
：
江
口
知
秀
）

三十三間堂（京都市東山区）

子と夫に曳かれていく柳（出典：『熊野権現開帳』電子版「霞亭文庫」より。
提供：東京大学附属図書館・情報基盤センター）
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