
は
じ
め
に

｢
聖

徳

太

子
｣

研

究

の
再

検

討

(
上
)

大

山

誠

一

聖
徳
太
子
の
人
物
像
お
よ
び
そ
の
事
績
を
伝
え
る
史
料
に
は
様
々
な
疑
問
が
あ
り
'

今
日
ま
で
の
聖
徳
太
子
研
究
の
大
部
分
は
'
厳
密
に
は

｢聖
徳
太
子
信
仰
｣
の
研
究

と
よ
ば
ざ
る
を
得
な
い
の
が
実
状
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
故
'
歴
史
上
の
人
物
と
し
て
の

聖
徳
太
子
の
実
像
は
'
そ
の
実
在
性
も
含
め
て
ほ
と
ん
ど
不
明
と
い
う
の
が
'
多
-

の
研
究
者
の
本
音
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
つ
ま
り
'
聖
徳
太
子
研
究
に
あ

っ
て
は
'
磨

史
学
が
信
仰
の
呪
縛
か
ら
末
だ
解
放
さ
れ
て
は
い
な
い
'
と
い
う
よ
り
も
信
仰
か
ら

脱
脚
L
t
学
問
的
立
場
を
確
保
す
る
方
法
論
を
末
だ
確
立
し
得
な
い
で
い
る
と
い
う

の
が
実
状
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
'
家
永
三
郎
氏
は
'
法
隆
寺
金
堂
釈
迦
像
銘
と
天
寿
国

繍
帳
銘
'
お
よ
び

『日
本
書
紀
』

(

以
下
'
量
目紀
』

と
記
す
)
の
中
の
憲
法
十
七
条

と
静
明
即
位
前
紀
に
見
え
る

｢聖
皇
｣
ぁ
る
い
は

｢先
王
｣
が
聖
徳
太
子
で
'
そ
の

臨
終
に
際
し
て
山
背
大
兄
ら
諸
子
に

｢諸
悪
莫
作
'
諸
善
奉
行
｡
｣
と
言

っ
た
こ
と

は
確
実
な
史
実
'
い
わ
ば
根
本
史
料
で
あ
る
と
し
'
こ
の
四
つ
の
根
本
史
料
を
基
礎

に
L
t
さ
ら
に
他
の
史
料
も
援
用
L
t
結
局
は
従
来
考
え
ら
れ
て
き
た
聖
人
と
し
て

の
聖
徳
太
子
像
を
再
確
認
し
よ
う
と
さ
れ
た
｡
右
の
四
点
の
う
ち
静
明
即
位
前
紀

に
見
え
る

｢聖
皇
｣
｢先
王
｣
は
'
後
述
す
る
よ
う
に
推
古
を
指
し
て
お
-
家
永
氏

の
誤
り
は
明
白
で
あ
る
が
'
他
の
三
点
は

l
股
に
は
信
億
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
て

い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
｡
し
か
し
同
時
に
'
こ
れ
ら
の
史
料
に
も
様
々
な
疑
点
が

指
摘
さ
れ
て
お
-
'
家
永
氏
が
そ
れ
に
対
す
る
確
実
な
論
拠
を
新
た
に
提
出
し
た
わ

け
で
も
な
い
よ
う
で
あ
る
｡
と
す
れ
ば
'
家
永
氏
の
主
張
は
'
解
釈
の

一
つ
の
立
場
'

具
体
的
に
は
聖
徳
太
子
信
仰
を
維
持
す
る
立
場
に
立

っ
た
こ
と
を
再
確
認
し
た
に
過

ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
｡

ま
た
'
最
近
に
お
い
て
'
田
村
園
澄
氏
は
'
麿
戸
王
と
い
う
実
在
の
人
物
と
'
伝

仰
の
対
象
と
な

っ
た
聖
徳
太
子
を
区
別
し
'
次
の
よ
う
な
理
解
を
示
さ
れ
た
｡
厩

戸
王
は
新
羅
系
渡
来
人
の
秦
氏
や
難
波
苦
土
氏
を
介
し
て
新
羅
の
莫
平
王
と
親
近
関

係
に
あ
り
'
新
羅
の
花
郎
-

救
済
者
=

弥
勤
信
仰
を
受
容
し
た
｡

そ
の
た
め
'
四
天

王
寺

･
広
隆
寺

･
中
宮
寺
な
ど
太
子
建
立
と
伝
え
ら
れ
る
寺
に
は
新
羅
の
弥
勤
信
仰

を
象
徴
す
る
半
伽
思
惟
像
が
安
置
さ
れ
た
｡
こ
れ
ら
は
'
麿
戸
王
に
仕
え
た
氏
族
や
'

身
内
の
人
の
も
の
で
あ
る
が
'
麿
戸
王
の
死
後
'
こ
れ
ら
の
人
々
の
中
に
'
麿
戸
王

を
私
的
に
恋
慕
渇
仰
L
t
花
郎
を
麿
戸
王
に
置
き
換
え
た
麿
戸
王
=

救
済
者
-
半
蜘

像

(弥
勤
像
)
と
す
る
信
仰
が
成
立
し
た
｡
そ
の
後
'
上
官
王
家
は
滅
亡
L
t
法
隆

寺
も
天
智
十
年
に
焼
失
し
た
が
'
天
武
朝
に
な
-
法
隆
寺
は
不
死
鳥
の
よ
う
に
再
建
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さ
れ
'
新
た
な
聖
徳
太
子
信
仰
が
成
立
す
る
｡

こ
れ
は
'
律
令
国
家
形
成
に
あ
た

っ

て
､
当
時
の
日
本
の
仏
教
を
担

っ
て
い
た
渡
来
氏
族
の
氏
寺
と
そ
の
住
僧
を
'
天
皇

が
統
治
す
る
倭
の
律
令
的
秩
序
の
中
に
入
れ
る
た
め
'
廠
戸
王
を

｢
日
本
仏
教
の
教

主
｣
-

｢
日
本
の
釈
尊
｣
-

法
王
=

聖
徳
太
子
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
､
と
い
う
も

の
で
あ
る
｡

さ
て
､
こ
の
田
村
氏
の
理
解
の
う
ち
'
最
も
重
視
す
べ
き
は
､
実
在
の
人
物
と
し

て
の
厩
戸
王
と
信
仰
の
対
象
で
あ
る
聖
徳
太
子
を
明
確
に
区
別
し
'
家
永
氏
が
確
実

と
考
え
た
聖
徳
太
子
関
係
の
史
料
を
こ
と
ご
と
-
天
武
朝
に
作
ら
れ
た
も
の
と
さ
れ

i
)

た
こ
と
で
あ
る
｡
小
倉
豊
文
氏
の
先
駆
的
業
績
を
始
め
'
こ
れ
ま
で
も
廟
戸
王
と

聖
徳
太
子
を
区
別
し
て
こ
な
か

っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
'
こ
れ
ほ
ど
明
確
に
論
じ
ら

れ
た
こ
と
は
な
か

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
私
は
'
こ
の
点
こ
そ
聖
徳
太
子
研
究

の
出
発
点
で
あ
り
'
継
承
す
べ
き
姿
勢
で
あ
る
と
考
え
る
｡

た
だ
し
'
右
の
田
村
氏
の
研
究
の
内
容
に
は
必
ず
し
も
賛
成
で
き
な
い
｡
廠
戸
王

と
新
羅
の
交
流
は
あ
-
得
た
か
も
知
れ
な
い
が
'
田
村
氏
自
身
'
『書
紀
』
で
名
前

が
明
ら
か
な
新
羅
僧
は
'
崇
峻
三
年

(五
九

〇
)
に
出
家
し
た
新
羅
媛
善
妙
'
天
智

七
年

(六
六
八
)
に
草
薙
剣
を
盗
ん
だ
道
行
'
そ
れ
に
朱
鳥
元
年

(六
八
六
)
に
大

津
皇
子
の
謀
反
に
参
画
し
た
行
心
の
三
人
に
す
ぎ
な
い
と
指
摘
す
る
如
く
､
新
羅
仏

教
の
影
響
は
少
な
い
の
で
あ
り
へ
新
羅
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
仏
像
が
半
伽
像
で
あ

っ

た
可
能
性
は
高
い
と
し
て
も
､
量
目紀
』
は
こ
れ
を
単
に

｢仏
像
｣
と
称
し
て
お
り
､

｣

弥
勤
信
仰
の
伝
来
は
確
認
で
き
な

い
の
で
あ
る
｡

従

っ
て
'
日
本
に
花
郎
=
救
済

者
-

弥
勤
信
仰
が
伝
来
し
た
形
跡
も
'
廠
戸
王
の
死
後
､
王
を
救
済
者
-

弥
勤
と
す

る
信
仰
が
成
立
し
た
痕
跡
も
認
め
難
い
の
で
あ
る
｡
ま
た
､
も
し
そ
の
よ
う
な
信
価

が
成
立
し
た
と
す
れ
ば
､
法
隆
寺
こ
そ
そ
の
中
心
で
あ
る
べ
き
な
の
に
'
同
寺
に
辛

捌
像
が
な
い
の
も
不
自
然
と
い
う
べ
き
で
あ
る
｡
す
べ
て
田
村
氏
の
想
像
か
ら
生
ま

れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
さ
ら
に
'
天
武
朝
に

｢
日
本
仏
教
の
教
主
｣
-

F
日
本
の
釈

迦
｣
-

聖
徳
太
子
と
い
う
信
仰
が
成
立
し
た
証
拠
も
な
い
｡
法
隆
寺
金
堂
の
釈
迦
像

銘
に
も
天
寿
国
繍
帳
銘
に
も
､
聖
徳
太
子
-
日
本
の
釈
迦
と
い
う
よ
う
な
主
張
は
な

-
'
『書
紀
』
の
描
-
聖
徳
太
子
像
も
'
後
述
す
る
如
-
田
村
氏
の
理
解
と
は
大
き

-
異
な
る
も
の
で
あ
る
｡

そ
れ
に
､
田
村
氏
は
､
聖
徳
太
子
信
仰
の
成
立
と
法
隆
寺

の
再
建
を
重
ね
合
わ
せ
て
お
ら
れ
る
が
､
法
隆
寺
は
決
し
て
不
死
鳥
の
よ
う
に
再
建

さ
れ
た
の
で
は
な
い
｡
今
日
の
通
説
的
理
解
に
よ
れ
ば
､
確
か
に
再
建
は
天
武
朝
頃

に
始
ま
-
'
持
続
朝
ま
で
に
は
金
堂
が
完
成
し
て
い
た
ら
し
い
が
､
途
中
天
武
八
年

(六
七
九
)
に
食
封
三
百
戸
が
停
止
さ
れ
る
な
ど
に
よ
-
工
事
は
中
断
し
'
塔
と
中

門
が
完
成
す
る
の
は
和
銅
四
年

(七

二

)
頃
で
あ

っ
た
｡
し
か
も
､
そ
の
建
築
様

式
は
'
勅
願
の
大
寺
で
あ
る
川
原
寺
や
大
官
大
寺

･
薬
師
寺
な
ど
が
最
新
の
初
唐
の

様
式
で
建
て
ら
れ
た
の
に
対
し
'
法
隆
寺
は
高
句
麗

･
百
済
を
経
由
し
て
伝
わ

っ
た

帽
以
前
の
い
わ
ゆ
る
飛
鳥
様
式
で
'
規
模
も
勅
願
の
大
寺
や
飛
鳥
寺
よ
り
も
か
な
り

小
さ
い
も
の
で
あ

っ
た
｡
と
す
れ
ば
'
天
武
朝
以
後
の
法
隆
寺
の
再
建
は
､
困
難
で

苦
渋
に
満
ち
た
も
の
で
あ
-
､
律
令
国
家
が

｢
日
本
仏
教
の
教
主
｣
-

｢
日
本
の
釈

迦
｣
=
聖
徳
太
子
の
寺
と
し
て
建
立
し
た
も
の
で
は
な
か

っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
は

㌔

な
か
ろ
う
か
｡
小
倉
豊
文
氏
以
来
'
漠
然
と
天
武
朝
を
聖
徳
太
子
信
仰
の
画
期
と

す
る
見
解
が
少
な
く
な
い
が
'
実
は
天
武
朝
に
聖
徳
太
子
信
仰
が
成
立
し
た
と

い
う

証
拠
は
皆
無
な
の
で
あ
る
｡
無
い
も
の
を
有
る
と
言
え
ば
'
有
る
も
の
が
重
視
さ
れ

る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
｡
聖
徳
太
子
研
究
は
'
そ
の
繰
-
返
し
で
あ

っ
た
と
言
え
よ

う
｡
さ
ら
に
言
え
ば
'
聖
徳
太
子
信
仰
の
目
的
を
'
渡
来
氏
族
の
氏
寺
と
そ
の
住
僧

た
ち
を
'
天
皇
を
中
心
と
す
る
律
令
的
秩
序
の
中
に
入
れ
る
た
め
と
い
う
の
も
理
解
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L
が
た
い
｡
法
隆
寺
は
あ
-
ま
で
も
私
寺
な
の
で
あ
り
'
そ
の
よ
う
な
目
的
に
は
勅

願
の
大
寺
こ
そ
相
応
し
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

さ
て
'
最
近
の
家
永

･
田
村
両
氏
の
研
究
を
通
じ
て
'
今
日
の
聖
徳
太
子
研
究
の

現
状
を
見
て
き
た
の
で
あ
る
が
'
名
実
と
も
に
第

一
人
者
の
両
氏
の
研
究
に
し
て
'

ほ
と
ん
ど
支
持
す
べ
き
点
は
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
率
直
な
感
想
で
あ
る
｡
家
永
氏

は
聖
徳
太
子
信
仰
か
ら
脱
し
て
い
な
い
L
t
田
村
氏
の
構
想
は
雄
大
で
は
あ
る
が
'

空
想
の
産
物
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
｡
で
は
何
故
'
聖
徳
太
子
研
究
は
t
か
-
も
困

難
な
の
で
あ
ろ
う
か
｡
そ
れ
は
'
や
は
-
長
い
聖
徳
太
子
信
仰
の
存
在
で
あ
ろ
う
｡

厳
密
に
廟
戸
王
と
聖
徳
太
子
を
区
別
し
よ
う
と
し
た
田
村
園
澄
氏
に
お
い
て
さ
え
'

明
白
な
根
拠
も
な
い
ま
ま
廟
戸
王
を
救
済
者
-
弥
勤
と
し
て
恋
慕
渇
仰
の
対
象
と
考

え
た
の
で
あ
る
｡
確
か
に
'
太
子
関
係
寺
院
に
半
捌
思
惟
像
が
安
置
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
多

い
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
'
そ
れ
が
何
時
安
置
さ
れ
た
の
か
証
明
さ
れ
た
わ

け
で
も
な
-
'
廟
戸
王
-

救
済
者
=

弥
勤
像
と
い
う
よ
う
に
考
え
る
根
拠
も
皆
無
な

の
で
あ
る
｡

田
村
氏
に
そ
う
考
え
さ
せ
た
も
の
は
'
と
も
か
-
廟
戸
王
は
聖
徳
太
子

で
'
何
ら
か
の
意
味
で
偉
大
だ

っ
た
の
だ
と
い
う
先
入
観
で
あ
ろ
う
｡
つ
ま
り
'
聖

徳
太
子
信
仰
で
あ
る
｡
あ
と
は
'
氏
の
半
蜘
思
惟
像
に
関
す
る
偉
大
な
業
績
か
ら
逮

想
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡

と
す
れ
ば
'
聖
徳
太
子
研
究
に
お
け
る
新
し
い
展
望
は
ど
の
よ
う
に
開
か
れ
る
で

あ
ろ
う
か
｡
私
は
'
そ
の
方
法
論
は
決
し
て
難
し
い
も
の
で
は
な
い
と
思
う
｡
た
だ
'

聖
徳
太
子
信
仰
と
い
う
先
入
観
を
徹
底
的
に
排
除
L
t
廟
戸
王
と
聖
徳
太
子
と
を
厳

密
に
区
別
す
る
立
場
を
確
立
し
た
上
で
'
虚
心
に
史
料
を
見
つ
め
直
す
こ
と
で
あ
る
｡

具
体
的
に
言
え
ば
'
実
在
の
人
物
と
し
て
の
廟
戸
王
の
実
像
を
確
認
す
る
こ
と
と
'

聖
徳
太
子
信
仰
が
何
時
'
ど
の
よ
う
に
成
立
し
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
｡

以
下
'
本
稿
は
'
そ
の
た
め
の
試
論
で
あ
る
｡
な
お
'
そ
れ
に
は
個
々
の
史
料
に
関

す
る
充
分
な
史
料
批
判
が
必
要
と
思
う
が
'
そ
れ
で
は
全
体
像
を
提
示
し
よ
う
と
い

う
拙
稿
の
意
図
が
不
明
に
な
り
か
ね
ず
'
ま
た
紙
数
の
制
約
も
あ
る
の
で
'
こ
こ
で

は
研
究
史
の
多
-
を
省
略
し
た
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
お
断
-
し
て
お
き
た
い
｡

廟
戸
王
の
確
認

最
初
に
'
こ
れ
か
ら
の
考
察
の
前
提
と
し
う
る
点
を
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な

い
｡
ま
ず
'
廟
戸
王
で
あ
る
が
'
歴
史
的
事
実
と
し
て
確
認
で
き
る
の
は
'
次
の
≡

点
で
あ
ろ
う
｡I

①

用
明
天
皇
の
子
と
し
て
生
ま
れ
た
こ
と
｡
お
よ
び
'
『書
紀
』
や

『上
官
聖

徳
法
王
帝
説
』

(以
下

『法
王
帝
説
』
と
記
す
)
に
見
え
る
親
族
関
係
は
事
実

と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡

l
舷
に
'
継
体
天
皇
以
後
の
系
図
の
信
悪
性
は
高

-
'
複
雑
な
婚
姻
関
係
に
よ
る
結
び
つ
き
を
考
え
れ
ば
'
廟
戸
王
を
中
心
と
す

る

一
族
の
実
在
自
体
は
疑
う
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
｡

②

そ
の
実
名
が

｢
ウ
マ
ヤ
ド

(廟
戸
)
｣

で
あ
る
こ
と
｡
ま
た
'
そ
の
由
来
が
'

(6
)

蘇
我
馬
子
と
同
様
生
年
の
干
支
に
基
づ
-
可
能
性
は
高

い
か
ら
'
敏
達
三
年

(五
七
四
)
甲
午
の
生
ま
れ
と
し
て
よ
-
'
こ
れ
は
物
部
守
屋
が
滅
亡
し
た
用

明
二
年

(五
八
七
)
に
十
四
才
だ

っ
た
と
い
う

『書
紀
』
の
記
事
と

1
致
す
る
｡

た
だ
し
'
周
知
の
通
り
'
没
年
に
は
二
説
あ
り
'
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
｡

③

推
古
九
年

(六

〇
一
)
に
斑
鳩
宮
を
造

っ
て
'
以
後
そ
こ
を
居
所
と
L
t
そ

の
後
近
-
に
若
草
伽
藍
と
し
て
遺
跡
が
逼
る
斑
鳩
寺

(原
法
隆
寺
)
を
建
立
し

た
こ
と
｡
『書
紀
』
は
'
斑
鳩
宮

へ
の
移
住
を
推
古
十
三
年

(六

〇
五
)
と
す
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る
が
'
こ
れ
は
前
年
の
憲
法
十
七
条
制
定
を
飛
鳥
在
住
時
代
と
す
る
意
図
に
よ

る
も
の
と
も
思
え
る
か
ら
'
移
住
の
年
代
は
宮
の
造
営
後
ま
も
な
-
と
考
え
る

べ
き
で
あ
ろ
う
｡
た
だ
'
何
れ
に
し
ろ
､
斑
鳩
宮
と
斑
鳩
寺
の
存
在
は
考
古
学

的
に
も
確
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
､
敢
え
て
疑
う
必
要
は
な
い
と
考
え
る
｡

な
お
'
廠
戸
王
の
死
後
の
こ
と
で
あ
る
が
'
斑
鳩
宮
は
山
背
大
兄
が
滅
ん
だ
皇

極
二
年

(六
四
三
)
に
､
斑
鳩
寺
は
天
智
九
年

(六
七

〇
)
に
焼
失
し
た
こ
と

も
事
実
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡

さ
て
'
廠
戸
王
に
関
し
て
確
認
し
う
る
の
は
､
こ
こ
ま
で
で
あ
る
｡

つ
ま
り
'
廠

戸
王
と

い
う

一
人
の
王
族
が
実
在
し
､
彼
に
親
族
が
お
り
'
宮
と
氏
寺
が
あ
り
､
た

ま
た
ま
名
前
か
ら
生
年
も
確
認
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
厩
戸
王
が
'
後

に

｢聖
徳
太
子
｣
と
な
る
の
で
あ
る
が
'
そ
の
過
程
は
よ
ほ
ど
慎
重
に
検
討
せ
ね
ば

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
｡

二

二
系
統
の
史
料

聖
徳
太
子
関
係
の
史
料
は
膨
大
で
'
そ
の
す
べ
て
が
聖
徳
太
子
信
仰
と
密
接
に
結

び
つ
い
て
い
る
｡
問
題
は
'
聖
徳
太
子
信
仰
の
史
料
の
中
に
史
実
に
基
づ
く
も
の
が

あ
る
か
'

つ
ま
り
廟
戸
王
に
聖
徳
太
子
信
仰
を
生
み
出
す
よ
う
な
史
実
が
あ
る
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
｡
も
し
'
そ
れ
を
確
認
で
き
れ
ば
'
｢聖
徳
太
子
｣
の
実
在
性
が

確
認
で
き
る
'
換
言
す
れ
ば
､
廟
戸
王
と
聖
徳
太
子
が
同

一
人
物
と
し
て
重
な
り
､

麿
戸
王
の
発
展
の
上
に
聖
徳
太
子
信
仰
が
出
現
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡
し

か
し
､
そ
の
よ
う
な
史
実
を
確
認
で
き
な
け
れ
ば
'
｢聖
徳
太
子
｣
は
架
空
の
人
物

と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
｡
そ
の
場
合
は
'
架
空
の
人
物
を
何
時
､
誰
が
'
何
の
た
め

に
創
造
し
た
か
を
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
｡

さ
て
､
よ
-
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
'
聖
徳
太
子
の
史
料
に
は
'
『日
本
書
紀
』

と

『法
王
帝
説
』
と
し
て
纏
め
ら
れ
た
法
隆
寺
系
の
二
系
統
が
あ
る
｡
法
隆
寺
系
の

史
料
は
'
薬
師
像

･
釈
迦
像
'
天
寿
国
繍
帳
な
ど
法
隆
寺
に
あ
る
聖
徳
太
子
関
係
の

仏
像
や
品
の
銘
文
を
中
心
と
す
る
も
の
で
'
『三
経
義
疏
』
の
存
雇
も
見
え
る
｡
こ

の
う
ち
､
天
寿
国
繍
帳
を
除
-
薬
師

･
釈
迦
両
像
と

『三
経
義
疏
』
は
'
天
平
十
九

年

(七
四
七
)
の

『法
隆
寺
伽
藍
縁
起
拝
流
記
資
財
帳
』

(以
下

『法
隆
寺
資
財
帳
』

ま
た
は

『資
財
帳
』
と
記
す
)
に
見
え
'
天
平
十
九
年
に
は
存
在
し
た
と
確
認
で
き

る
｡
こ
れ
に
対
し
'
養
老
四
年

(七
二
〇
)
に
成
立
し
た

『書
紀
』
は
'
右
の
銘
文

や

『三
経
義
疏
』
の
存
在
を
伝
え
な
い
が
'
聖
徳
太
子
の
出
生
か
ら
死
に
至
る
ま
で

の
事
績
を
詳
細
に
伝
え
て
い
る
｡
ま
た
'
『書
紀
』
は
法
隆
寺
の
建
立
を
伝
え
ず
'

天
智
九
年
の
火
災
を
記
す
の
に
対
し
､
法
隆
寺
系
の
資
料
は
ま

っ
た
-
逆
に
火
災
の

事
実
に
言
及
し
て
い
な

い
L
t
太
子
の
裏
目
も
'
『書
紀
』
は
推
古
二
十
九
年

(六

二
一)

二
月
五
日
と
す
る
の
に
対
し
'
法
隆
寺
系
の
釈
迦
像
銘
と
天
寿
国
繍
帳
銘
は

推
古
三
十
年

(六
二
二
)
二
月
二
十
二
日
と
し
､
日
付
ば
か
り
か
年
ま
で
異
な

っ
て

い
る
｡

こ
の
よ
う
に
二
系
統
の
史
料
は
'
八
世
紀
前
半
に
は
既
に
存
在
し
た
古

い
太
子
関

係
史
料
で
あ
り
な
が
ら
'
内
容
を
異
に
す
る
ば
か
り
か
'
太
子
の
蓑
日
の
よ
う
に
食

い
違
う
も
の
も
あ
る
の
で
あ
る
｡
こ
れ
に
つ
い
て
'
従
来
の
研
究
者
は
'
太
子
の
裏

目
に
関
し
て
は
'
金
石
文
尊
重
の
立
場
か
ら
法
隆
寺
系
の
史
料
を
支
持
し
､
『書
紀
』

は
こ
れ
を
無
視
な
い
し
採
用
し
な
か

っ
た
と
解
し
､
そ
れ
以
外
は
両
系
統
補

い
あ

っ

て
聖
徳
太
子
像
を
構
成
す
る
と
､
甚
だ
便
宜
的
に
考
え
て
き
た
よ
う
で
あ
る
｡
冒
頭

で
紹
介
し
た
家
永
三
郎
氏
の
理
解
は
､
そ
の
典
型
と
言
え
る
｡
し
か
し
､
こ
の
二
系
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続
の
史
料
が

一
致
し
な
い
'
あ
る
い
は
矛
盾
す
る
と
い
う
問
題
こ
そ
'
聖
徳
太
子
研

究
に
あ

っ
て
解
決
す
べ
き
最
初
の
'
そ
し
て
最
大
の
問
題
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

『書
紀
』

の
編
者
が
'
聖
徳
太
子
の
事
績
を
記
す
と
き
に
'
意
識
的
に
法
隆
寺
を
軽

視
す
る
な
ど
と

い
う
こ
と
が
あ
り
得
る
と
'
従
来
の
研
究
者
が
本
当
に
考
え
て
き
た

と
は
信
じ
が
た
い
気
が
す
る
が
'
少
な
く
と
も
'
こ
れ
に
異
を
唱
え
る
研
究
者
が
堰

の

一
人
も

い
な
か

っ
た
こ
と
は
残
念
な
が
ら
事
実
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
'
こ
の
よ
う

な
不
自
然
な
こ
と
を
放
置
し
て
は
'
聖
徳
太
子
研
究
の
進
展
は
な
い
で
あ
ろ
う
｡

法
隆
寺
は
'
勅
願
の
大
寺
よ
り
大
分
劣
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
に
し
て
も
､
国
家

の
有
力
寺
院
で
あ

っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
｡
『資
財
帳
』
に
よ
る
と
'
持
続
朝
に

は
金
光
明
経
な
ど
が
天
皇
か
ら
施
入
さ
れ
'
伽
藍
が
ほ
ぼ
完
成
し
た
和
銅
以
後
と
な

る
と
'
和
銅
八

(霊
亀
元
)
年

(七

一
五
)
六
月
に
'
早
天
に
際
L
t
蘭
を
弘
福

･

法
隆
の
二
寺
に
設
け
た
と
こ
ろ
､
数
日
を
経
ず
樹
雨
湧
花
と
な

っ
た
の
で
'
時
の
人

L｣

が

｢聖
徳
感
通
し
て
致
す
所
｣
と
称
し
た
と
い
う
｡
ま
た
'
『資
財
帳
』
に
は
養
老

三
年
に
檀
像
壱
具
と
舎
利
五
粒
が
唐
よ
り
講
来
さ
れ
た
と
あ
る
が
'
こ
れ
は
前
年
の

遣
唐
使
の
帰
国
に
関
係
L
t
国
家
の
何
ら
か
の
配
慮
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
｡
『書

紀
』

の
編
纂
は
養
老
四
年
で
あ
る
が
'
『資
財
帳
し一
に
よ
る
と
'
養
老
五
年
以
後
に

は
歴
代
天
皇
に
よ
る
施
人
は
す
こ
ぶ
る
多
-
'
特
に
養
老
六
年
に
は
食
封
三
百
戸
が

施
入
さ
れ
'
同
年
十
二
月
に
は
金
剛
般
若
経

一
百
巻
を
始
め
膨
大
な
施
人
が
行
わ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
｡
持
続
朝
以
来
'
国
家
が
法
隆
寺
を
尊
重
し
て
い
た
こ
と
は
間
違

い
な
い
事
実
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
'
結
果
的
に
法
隆
寺
系
の
史
料
は

『書
紀
』
に
採

用
さ
れ
て
い
な
い
｡
あ
り
得
な
い
こ
と
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
｡
何
故
で
あ
ろ
う
か
｡

こ
こ
で
重
要
な
の
は
'
問
題
の
建
て
方
で
あ
る
｡
従
来
の
研
究
者
は
'
二
系
統
の

史
料
が
矛
盾
す
る
と
ど
ち
ら
が
正
し
い
の
か
と
考
え
る
｡
そ
れ
が
間
違
い
な
の
で
あ

る
｡
『書
紀
』
が
聖
徳
太
子
と
い
う
存
在
を
極
め
て
重
視
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
-
'
今
日
の
常
識
で
は
法
隆
寺
が
聖
徳
太
子
ゆ
か
り
の
寺
で
あ
る
こ
と
も
自
明

で
あ
る
｡
不
都
合
な
史
料
な
ら
と
も
か
-
'
そ
う
で
な
け
れ
ば
法
隆
寺
に
取
材
し
な

い
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
筈
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
'
そ
の
あ
り
得
な
い
筈

の
こ
と
が
'
硯
に
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
'
そ
れ
は
何
故
か
と
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
｡
こ
れ
こ
そ
'
聖
徳
太
子
研
究
の
出
発
点
と
せ
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
問

題
な
の
で
あ
る
｡

な
る
ほ
ど
'
厩
戸
王
は
有
力
な
王
族
だ

っ
た
か
も
知
れ
な
い
｡
し

か
し
'
量
目紀
し一
編
纂
の
八
十
年
近
-
前
に

l
族
は
絶
滅
し
て
お
-
'
居
所
と
し
た

宮
も
氏
寺
も
焼
失
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
の
よ
う
な
人
物
の
裏
目
が
果
た
し
て
正

し
-
伝
わ
る
か
ど
う
か
も
含
め
て
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

さ
て
'
『書
紀
』
に
法
隆
寺
系
の
史
料
が
採
用
さ
れ
な
か

っ
た
の
は
何
故
か
｡
ま

ず
'
考
え
方
と
し
て
は
'
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
'
聖
徳
太
子
が
聖
人
と
し
て
著
名

な
人
物
で
'
法
隆
寺
は
そ
の
氏
寺
で
'
そ
こ
に
多
数
の
太
子
ゆ
か
り
の
品
が
あ

っ
た

と
し
た
ら
'
法
隆
寺
の
焼
失
を
重
要
事
件
と
し
て
記
述
し
た

『書
紀
』
編
者
が
そ
れ

ら
を
軽
視
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
筈
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
'
『書
紀
』
は
'
法
隆

寺
系
の
史
料
を
採
用
し
て
い
な
い
｡
と
す
れ
ば
'
考
え
ら
れ
る
の
は
'
『書
紀
』
編

纂
時
点
で
は
'
法
隆
寺
に
聖
徳
太
子
関
係
の
史
料
は
ま
だ
無
か

っ
た
と

い
う
場
合
だ

け
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
規
に

『書
紀
』

は
編
纂
さ
れ
'
そ
こ
に
法
隆
寺
系
の
史
料
が

採
用
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
'
こ
れ
以
外
の
可
能
性
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で

あ
る
｡
こ
れ
が
私
の
結
論
'
と
い
う
よ
り
'
現
段
階
で
は
仮
説
で
あ
る
｡
そ
し
て
'

さ
ら
に
'
今
後
の
展
開
の
た
め
に
結
論
を
先
取
り
し
て
述
べ
て
お
け
ば
'
実
は
聖
徳

太
子
も
ま
だ
い
な
か

っ
た
と
思
う
｡
聖
徳
太
子
は
'
『書
紀
』

編
纂
の
結
果
と
し
て

誕
生
す
る
の
で
あ
-
'
そ
れ
以
前
に
'
太
子
の
実
在
を
記
す
確
実
な
史
料
は
存
在
し
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な
い
か
ら
で
あ
る
｡

こ
の
私
の
理
解
'
あ
る
い
は
仮
説
は
大
胆
に
過
ぎ
る
か
も
知
れ
な
い
｡

一
体
何
の

こ
と
か
理
解
で
き
な
い
と

い
う
声
が
聞
こ
え
る
よ
う
で
あ
る
｡
し
か
し
'
冒
頭
で
逮

べ
た
如
-
'
聖
徳
太
子
信
仰
と
い
う
先
入
観
を
徹
底
的
に
排
除
L
t
廟
戸
王
と
聖
徳

太
子
と
を
厳
密
に
区
別
す
る
立
場
を
確
立
し
た
上
で
､
虚
心
に
史
料
を
見

つ
め
れ
ば
'

こ
の
よ
う
な
結
論
に
達
す
る
の
で
あ
る
｡
そ
の
証
明
は
'
本
稿
全
体
で
行
う
こ
と
に

し
た
い
｡三

個
々
の
史
料
の
検
討
-

法
隆
寺
系
史
料
-

養
老
四
年
に
完
成
す
る

『書
紀
』
以
前
に
は
'
法
隆
寺
系
の
史
料
も
聖
徳
太
子
も

ま
だ
存
在
し
な
か

っ
た
｡
そ
う
私
は
述
べ
た
｡
言

い
換
え
る
と
'
『書
紀
』
に
よ

っ

て
聖
徳
太
子
が
生
ま
れ
'
そ
の
後
に
法
隆
寺
系
の
史
料
が
成
立
し
た
t
と
い
う
こ
と

で
あ
る
｡
今
の
と
こ
ろ
'
こ
れ
は
仮
説
に
す
ぎ
な
い
｡
し
か
し
'
私
は
そ
の
証
明
は

可
能
で
あ
る
と
考
え
る
｡

ま
ず
必
要
な
の
は
'
二
系
統
の
聖
徳
太
子
関
係
史
料
の
中
に
'
確
実
に

『書
紀
』

編
纂
以
前
に
成
立
し
た
も
の
が
あ
る
か
'
換
言
す
れ
ば
'
私
の
仮
説
を
覆
す
よ
う
な

証
拠
が
あ
る
か
否
か
を
確
認
す
る
こ
と
で
あ
る
｡
あ
れ
ば
'
私
の
仮
説
は
崩
壊
す
る

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

こ
と
に
な
る
｡
分
か
り
や
す
-
言
え
ば
､
聖
徳
太
子
信
仰
の
確
実
な
証
拠
を
'
量
目

紀
』
編
纂
以
前
に
兄

い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
で
き
な
け
れ

ば
'
私
の
仮
説
は
生
き
延
び
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
｡

具
体
的
な
手
順
と
し
て
は
'
家
永
氏
が
根
本
史
料
と
し
た
四
点
に
つ
い
て
､
そ
れ

が
確
実
な
史
料
と
は
言
え
な
い
､
換
言
す
れ
ば

『書
紀
』
編
纂
以
前
の
も
の
と
は
言

え
な
い
こ
と
を
確
認
す
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
た
だ
､
四
点
以
外
に
も
'
家
永
氏
が

未
練
を
残
し
た
史
料
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
か
ら
'
若
干
幅
を
広
げ
'
さ
ら
に
他
の
辛

柄
に
も
言
及
す
る
こ
と
に
し
た
い
｡

順
序
と
し
て
は
､
ま
ず
法
隆
寺
系
の
史
料
を
秩

討
し
､
そ
の
後

『書
紀
』
に
移
り
た
い
｡

①

法
隆
寺
の
火
災

『書
紀
』
の
天
智
九
年
四
月
壬
中
条
に

｢夜
半
之
後
､
災
法
隆
寺
｡

一
屋
無
余
｡

大
雨
雷
震
｡
｣
と
あ
り
'
長

い
再
建
非
再
建
の
論
争
を
経
て
､
今
日
で
は
焼
失
し
た

法
隆
寺
が
若
草
伽
藍
で
あ
る
こ
と
は
確
定
し
て
い
る
｡
ま
た
へ
そ
の
二
十
七
年
前
の

皇
極
二
年

(六
四
三
)
に
'
山
背
大
兄
の
滅
亡
と
共
に
斑
鳩
富
も
焼
失
し
て
い
る
｡

誰
も
否
定
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
｡
し
か
し
'
こ
れ
ま
で
の
研
究
者
が
'
こ
の
事
実

を
深
刻
に
受
け
と
め
て
き
た
か
は
疑
問
で
あ
ろ
う
｡
常
識
的
に
考
え
れ
ば
､
こ
れ
に

よ
-
廠
戸
王
の
遺
品
は
完
全
に
消
滅
し
た
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
特
に
重
要
な
の
は

斑
鳩
宮
の
方
で
あ
る
｡

一
族
の
滅
亡
､

つ
ま
り
政
治
的
抹
殺
と
共
に
焼
失
し
た
の
で

あ
る
か
ら
'
遺
品
等
も
完
全
に
消
滅
し
た
で
あ
ろ
う
｡
こ
れ
に
対
し
､
寺
の
方
は
､

氏
寺
と
は
い
え
麿
戸
王
は
ス
ポ
ン
サ
ー
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
､
彼
個
人
に
属

す
る
も
の
が
さ
ほ
ど
あ

っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
｡

つ
ま
り
'
現
法
隆
寺
に
聖
徳
太

子
の
遺
品
と
称
す
る
も
の
が
あ

っ
て
も
､
研
究
態
度
と
し
て
'
そ
れ
は
眉
唾
だ
と
ま

ず
疑
う
姿
勢
が
無
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡
若
草
伽
藍
の
場
合
､
｢
l
屋
無
余
｡

大
雨
富
震
｡
｣

の
語
か
ら
す
れ
ば
､
落
雷
に
よ
-
瞬
時
に
崩
壊
し
た
感
が
あ
る
｡
何

か
が
残

っ
て
い
る
筈
が
な
い
t
と
ま
ず
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡
勿
論
､
例

外
が
あ
-
得
る
と
も
思
う
が
､
そ
う
い
う
研
究
姿
勢
が
重
要
な
の
で
あ
る
｡

な
お
､
若
干
の
付
言
を
し
て
お
け
ば
､

l
股
に
聖
徳
太
子
と
法
隆
寺
を
ま
る
で
イ

コ
ー
ル
の
よ
う
に
結
び
つ
け
る
傾
向
が
あ
る
が
､
法
隆
寺
は
持
仏
堂
や
屋
敷
神
の
よ

9



う
な
個
人
の
所
有
物
で
は
な
い
｡
廟
戸
王
が
最
有
力
な
ス
ポ
ン
サ
ー
で
あ

っ
た
こ
と

は
事
実
で
あ
ろ
う
が
'
天
皇
を
始
め
'
他
の
多
-
の
人
々
の
努
力
に
よ
っ
て
創
建
さ

れ
'
ま
た
経
営
さ
れ
た
筈
で
あ
る
｡
つ
ま
り
'
法
隆
寺
は
'
官
立
で
は
な
い
か
ら
私

寺
で
は
あ
る
が
'
国
家
に
も
多
-
の
人
々
に
も
開
か
れ
た
'
い
わ
ば
公
的
な
存
在

だ

っ
た
の
で
あ
る
O
そ
の
こ
と
を
忘
れ
'
あ
た
か
も
聖
徳
太
子
の
生
活
の

l
部
が
こ

こ
に
あ
り
へ
そ
れ
故
聖
徳
太
子
の
遺
愛
の
品
が
多
数
あ

っ
て
も
不
思
議
が
な
い
と
い

(8
)

う
よ
う
な
理
解
は
元
来
お
か
し
い
の
で
あ
る
｡

②

金
堂
薬
師
像
銘

池
辺
大
宮
治
天
下
天
皇

(用
明
)
の
病
気
回
復
を
祈
-
大
王
天
皇

(推
古
)
と
太

子
が
丙
午
年

(五
八
六
)
に
薬
師
像
道
立
を
発
願
し
､
丁
卯
年

(六
〇
七
)
に
な
っ

て
完
成
し
た
と
い
う
内
容
の
銘
文
で

(傍
線
部
分
は
原
文
の
語
句
)
'
光
背
に
記
さ

(9
)

れ
て
い
る
が
､
勿
論
'
福
山
敏
男
氏
の
研
究
以
来
'
否
定
さ
れ
て
久
し
い
｡
た
だ
'

今
後
の
展
開
の
た
め
に
'
福
山
氏
の
根
拠
の

一
つ
と
な
っ
た
天
皇
号
に
つ
い
て
確
認

(r..i)

し
て
お
き
た
い
｡
今
日
の
通
説
的
理
解
は
'
渡
辺
茂
氏
の
説
で
'
唐
の
高
宗
の
上

元
元
年

(六
七
四
)
に
採
用
さ
れ
た
天
白
吉
子
が
'
天
武
朝
に
伝
わ
り
'
実
際
に
は
持

続
朝
に
採
用
さ
れ
､
天
武
に
対
し
て
最
初
の

｢
天
皇
｣
号
が
捧
げ
ら
れ
た
と
い
う
も

の
で
'
東
野
治
之
氏
も
こ
れ
を
支
持
し
､
持
続
朝
採
用
を
浄
御
原
令
に
お
い
て
正
式

(‖
)

に
成
立
と
さ
れ
た
｡
私
も
'
両
氏
の
理
解
に
異
論
は
無
い
の
で
あ
る
が
'
末
だ

7

部
に
天
武
朝
以
前
に
天
皇
号
の
採
用
を
考
え
る
研
究
者
が
い
る
の
で
'
若
干
の
補
足

を
し
て
お
き
た
い
｡
ま
ず
'
野
中
寺
弥
勤
像
銘
の

｢丙
寅
年
｣
'
お
よ
び
船
王
後
墓

誌
銘
の

｢戊
辰
年
｣
を
'
そ
れ
ぞ
れ
天
智
五
年

(六
六
六
)
'
同
七
年

(六
六
八
)

と
認
め
る
天
智
朝
採
用
説
で
あ
る
が
､
前
者
は
'
前
掲
註

(4
)
拙
稿
で
詳
細
に
論

じ
た
如
-
､
こ
の

｢丙
寅
年
｣
は
'
神
亀
三
年

(七
二
六
)
と
考
え
ら
れ
'
後
者
は
､

後
世
､
子
孫
が
墓
域
を
整
備
し
た
際
に
王
後
を
顕
彰
す
る
た
め
に
作
成
し
た
墓
誌
と

思
わ
れ
'
こ
れ
ら
を
根
拠
と
す
る
天
智
朝
採
用
説
は
成
立
し
な
い
｡
次
ぎ
に
'
今
冒

な
お
法
隆
寺
系
の
史
料
を
認
め
る
推
古
朝
採
用
説
も
存
在
す
る
が
'
こ
れ
に
つ
い
て

JH
･

は
次
の
よ
う
に
考
え
る
｡
津
田
左
右
吉
氏
の
研
究
に
よ
-
､
天
皇
の
称
号
が
道
教

の
世
界
観
を
背
景
と
し
た
帝
王
の
意
味
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
へ
そ
の
よ

う
な
道
教
の
世
界
観
を
受
容
し
た
時
期
と
し
て
推
古
朝
は
相
応
し
-
な
い
｡
確
か
に
'

推
古
十
年

(六
〇
二
)
に
'
百
済
の
観
勤
が
暦
本

･
天
文
地
理
書
と
と
も
に
遁
甲
方

術
の
書
を
伝
え
て
い
る
が
'
道
教
の
世
界
観
は
こ
う
い
っ
た
方
術
関
係
の
書
に
よ
っ

て
は
伝
わ
ら
な
い
｡
津
田
氏
が
あ
げ
た

『春
秋
緯
』
の

｢合
誠
図
｣
『枕
中
書
』
『神

異
経
』
な
ど
の
伝
来
は
'
少
な
-
と
も
七
世
紀
中
葉
'
特
に
日
経
年
間
に
大
量
に
派

遣
さ
れ
た
遣
唐
留
学
生
の
帰
国
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
'

私
見
に
よ
れ
ば
､
そ
の
時
期
で
も
十
分
で
な
-
､
『枕
中
書
』
『神
異
経
』
な
ど
を
含

む
多
数
の
道
教
関
係
書
籍
の
伝
来
は
'
八
世
紀
初
頭
の
遣
唐
使
に
よ
る
も
の
と
思
う
｡

こ
の
種
の
本
は
､
山
上
憶
良
ら
の
文
人
が

『万
葉
集
』
で
'
『砲
朴
子
』
『遊
仙
窟
』

『神
仙
伝
』
『捜
神
記
』
『志
催
記
』
な
ど
大
量
の
道
教

･
神
仙
思
想
関
係
の
文
献
を

引
用
す
る
の
と
無
関
係
と
は
思
わ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
つ
ま
-
'
七
世
紀
ま
で
の

日
本
人
が
独
自
に
天
皇
号
を
創
出
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
､
唐
の
高
宗
の
称
号
を
模

倣
し
た
と
考
え
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
｡
た
だ
'
そ
の
場
合
'
単
純
に

｢大
王
｣
を

｢天
皇
｣
に
置
き
換
え
た
だ
け
の
も
の
で
は
な
-
'
天
武
の
諒
号
や
八
色
の
姓
の
真

人
な
ど
'
天
武
朝
頃
の
日
本
人
が
､
唐
側
の
意
図
通
り
か
は
別
に
し
て
'
天
皇
号
を

(13
)

道
教
思
想
に
よ
っ
て
理
解
し
た
こ
と
は
明
白
で
'
こ
の
段
階
で
あ
る
程
度
の
道
教

の
知
識
が
あ
っ
た
こ
と
は
認
め
て
よ
い
と
考
え
る
｡
日
経
頃
の
遣
唐
使
の
成
果
か
'

あ
る
い
は
'
亡
命
百
済

･
高
句
麗
人
の
影
響
を
考
え
る
べ
き
か
も
知
れ
な
い
｡
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な
お
そ
の
後
も
､
彫
刻
様
式
や
銘
文
の
書
体
な
ど
の
側
面
か
ら
も
福
山
説
は
補
強

さ
れ
て
お
-
､
他
に

｢東
宮
聖
王
｣
の
語
も
問
題
で
あ
る
が
､
結
論
と
し
て
､
銘
文

の
成
立
時
期
は
､
上
限
が
天
白
言
下
を
採
用
し
た
持
続
朝
､
下
限
は

『法
隆
寺
資
財

帳
』
に
見
え
る
か
ら
天
平
十
九
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

③

金
堂
釈
迦
像
銘

圃
矧
兄
畑
.Jt
封
矧
肌執
着
巳

(推
古
二
十
九
年
､
六
二

一
)
-+
T
古
川
に
､
矧
太
良

(穴
穂
部
間
人
王
)
が
崩
じ
､
翌
年

(推
古
三
十
年
､
六
二
二
)
正
月
廿
二
日
上
官

法
皇
と
干
食
王
后
が
病
気
と
な

っ
た
｡
そ
こ
で
へ
王
后

･
王
子
と
諸
臣
ら
が
病
気
回

復
を
祈

っ
て
釈
像
尺
寸
王
身
を
発
願
し
た
が
'
二
月
廿

一
日
に
王
后
が
亡
-
な
り
､

翌
日

(二
月
甘
二
日
)
法
皇
も
亡
-
な
っ
た
｡
像
は
突
未
年

(推
古
三
十

一
年
､
六

二
三
)
ヨ
柳

に
､
hi
鳳
矧
宵
山
和
仏
矧
が
完
成
し
た
､
と
い
う
趣
旨
の
銘
文
で

(倭

線
部
分
は
原
文
の
語
句
)
､
や
は
-
光
背
に
記
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
銘
文
は
､
薬
師

像
銘
と
異
な
り
､
家
永
氏
が
こ
れ
を
根
本
史
料
と
認
め
た
如
-
'
比
較
的
信
悪
性
が

認
め
ら
れ
て
お
-
'
美
術
史
で
は
推
古
朝
に
止
利
仏
師
が
造

っ
た
止
利
様
式
の
基
準

作
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
｡

し
か
し
､
福
山
敏
男
氏
は
､
法
興
元
と
い
う
年
号
は
存
在
し
な
い
か
ら
後
代
に
書

か
れ
た
も
の
'
法
皇
は
法
王
が
天
自
書
了
の
影
響
を
受
け
た
も
の
で
､
後
世
に
天
皇
号

が
成
立
し
て
以
後
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
､
文
体
も
新
し
い
な
ど
の
諸
点
を

･-･

あ
げ
､
推
古
朝
成
立
を
否
定
さ
れ
て
い
る
｡
そ
の
他
に
も
､
書
体
が
初
唐
の
も
の

∵

と
す
る
見
解
や
､
仏
師
の
語
が
中
国

･
朝
鮮
に
は
な
く
､
日
本
で
作
ら
れ
た
も
の

で
あ
-
'
そ
の
使
用
は
正
倉
院
文
書
に
よ
る
と
天
平
六
年
以
後
と
い
う
指
摘
も
あ

･卜
､

-
､
銘
文
通
-
推
古
三
十

一
年
に
成
立
し
た
と
す
る
の
は
む
し
ろ
困
難
で
あ
る
｡

私
見
で
は
､
法
興
年
号
と
法
皇
の
語
に
つ
い
て
は
福
山
氏
の
理
解
を
尊
重
す
べ
き
と

考
え
る
｡
法
王
は
仏
典
に
普
通
に
み
ら
れ
､
法
の
世
界
に
お
け
る
王
､
す
な
わ
ち
釈

迦
あ
る
い
は
同
等
に
悟

っ
た
如
来
を
指
す
が
､
聖
徳
太
子
を
法
皇
と
よ
ぶ
の
は
､
天

白
書
下
の
影
響
と
後
世
の
聖
徳
太
子
信
仰
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
｡
ま
た
､
仏
師
の
語

の
初
見
が
天
平
六
年
で
あ
る
こ
と
も
無
視
で
き
ま
い
｡
書
体
に
関
し
て
は
､
む
し
ろ

卜ゝ
､

六
朝
風
で
あ
る
と
の
指
摘
も
あ
る
が
､
こ
の
書
は
､
六
朝
風
の
と
こ
ろ
も
､
初
唐

の
虞
世
南

･
欧
陽
諦
ら
を
思
わ
せ
る
部
分
も
あ
-
､
き
ち
ん
と
し
た

一
つ
の
書
風
に

ょ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
｡
特
に
'
｢造
｣
｢
遇
｣
｢道
｣

｢遍
｣
な
ど
の
し
ん
に
ゆ
う
が
右
下
に
軽
-
消
え
る
よ
う
に
流
れ
る
の
は
へ
八
世
紀

の
墨
書
土
器
な
ど
に
見
ら
れ
､
日
本
化
し
た
書
風
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う
｡
他
に
､
太
子
の
妻
を
王
后
と
い
う
の
も
誤
-
で
あ
る
が
､
以
上
を
勘
案
す
る
と
､

こ
の
銘
文
を
推
古
朝
の
作
と
す
る
の
は
困
難
で
'
銘
文
の
成
立
時
期
と
し
て
は
'
上

限
は
'
天
自
書
了
に
よ
れ
ば
持
続
朝
､
仏
師
の
語
を
重
視
す
れ
ば
天
平
六
年
頃
で
､
下

限
は

『資
財
帳
』
の
天
平
十
九
年
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
｡

な
お
'
自
明
の
こ
と
と
は
思
う
が
､
こ
こ
で
問
題
と
し
て
い
る
の
は
'
銘
文
だ
け

で
､
仏
像
そ
の
も
の
の
成
立
時
期
で
は
な
い
｡
薬
師

･
釈
迦
両
像
と
も
､
鍍
金
後
に

錦
刻
が
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
､
追
刻
の
可
能
性
は
高
い
と
思
わ
れ
る
｡
た
だ
､
止
刺

仏
師
の
作
な
ど
と
い
う
こ
と
は
'
銘
文
が
推
古
朝
の
も
の
で
な
い
以
上
､
も
は
や
問

題
に
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
｡

l l

④

天
寿
国
繍
帳
銘

現
物
は
中
宮
寺
に
残
片
が
残
る
だ
け
で
あ
る
が
'
銘
文
は

『法
王
帝
説
』
か
ら
ほ

ぼ
復
元
で
き
､
そ
の
大
要
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
｡
ま
ず
前
半
で
､
斯
帰
斯
蘇

富
治
天
下
天
皇

(欽
明
)
か
ら
等
巳
刀
弥
弥
乃
弥
己
等

(聖
徳
太
子
)
と
そ
の
妃
の



多
至
波
奈
大
女
郎

(橘
大
郎
女
)
に
至
る
系
譜
を
記
し
'
後
半
で
は
'
繍
帳
作
成
の

由
来
と
し
て
'
辛
巳
年

(推
古
二
十
九
年
'
六
二

l
)
¶
JJ
副
廿
.T
針
に
拙
甜
矧
人

矧
丑

(穴
穂
部
聞
入
王
)
が
崩
じ
'
翌
年

(推
古
三
十
年
'
六
二
二
)
二
月
廿
二
日

太
子
も
崩
じ
た
｡
多
至
波
奈
大
女
郎
は
大

い
に
嘆
き
へ
祖
母
に
当
た
る
推
古
天
皇
に
'

太
子
が
往
生
し
た
天
寿
国
の
様
子
を
見
た
い
と
訴
え
た
の
で
'
天
皇
が
矧
射
矧
に
令

じ
て
繍
惟
二
眼
を
遣
ら
せ
た
と
記
し
て
い
る
｡
文
中
に
'
太
子
の
言
葉
と
し
て

｢世

間
虚
仮
'
唯
仏
是
真
｡
｣
と
あ
る
の
が
特
に
有
名
で
あ
る

(傍
線
部
分
は
原
文
の
語

句
)
｡こ

の
銘
文
も
'
従
来
比
較
的
信
頼
で
き
る
も
の
と
さ
れ
て
お
-
'
家
永
氏
も
根
本

史
料
と
し
た
の
で
あ
る
が
'
勿
論
天
皇
号
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
持
続
朝
以

後
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
そ
れ
ど
こ
ろ
か
'
『資
財
帳
』
に
も
見
え
な
い
の
で
あ

∴
.

る
か
ら
'
そ
の
成
立
は
天
平
十
九
年
以
後
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
ま
た
'
銘

文
の
穴
穂
部
聞
入
王
と
聖
徳
太
子
の
裏
目
が
釈
迦
像
銘
と

一
致
し
て
い
る
の
が
注
冒

さ
れ
'

7
股
に
は
'
こ
れ
に
よ
り

量
目紀
』
に
見
え
る
裏
目
を
修
正
す
る
の
で
あ
る

が
'
そ
れ
ほ
ど
確
か
な
史
料
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
｡
な
お
'
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
逮

す
る
｡

ま
た
'
家
永
氏
は
'
好
明
即
位
前
紀
の

｢諸
悪
莫
作
'
諸
善
奉
行
｡
｣
と
'
こ
の

｢世
間
虚
仮
'
唯
仏
是
真
｡
｣
を
'
｢太
子
の
宗
教
的
実
践
的
世
界
観
｣
と
し
て
と
重

(Ji
)

視
し
て
お
ら
れ
る
が
'
前
者
は
法
句
経
な
ど
の
仏
典
に
見
ら
れ
る
語
で
'
山
上
憶

良
が

｢沈
痛
自
哀
文
｣
の
中
で
仏
教
を

｢諸
悪
莫
作
諸
善
奉
行
之
教
｣
と
称
し
て
い

る
通
り
'
仏
教
思
想
の
基
本
表
現
で
あ
る
｡
ま
た
'
後
者
は
'
無
常
観
を

｢世
間
虚

仮
｣
と
表
現
し
'
そ
れ
を
踏
ま
え
て
釈
迦
の
教
え
の
正
し
さ
を

｢唯
仏
是
真
｣
と

言

っ
た
だ
け
で
'
仏
教
徒
に
と

っ
て
か
な
-
基
礎
的
な
言
葉
で
あ
る
｡
従

っ
て
'
こ

の
程
度
の
語
句
を

｢太
子
の
宗
教
的
実
践
的
世
界
観
｣
と
称
す
る
必
要
は
な
い
で
あ

ろ
う
｡

⑤

r
IIJ経
義
疏
』

『三
経
義
疏
』
は

『書
紀
』
に
は
見
え
ず
'
天
平
十
九
年
の

『法
隆
寺
資
財
帳
』

に

｢法
華
経
疏
参
部
各
EI巻
'
維
摩
経
疏
壱
部
三
巻
'
勝
竃
経
疏
壱
巻
'
右
上
宮
聖
徳

法
王
御
製
者
｡
｣
と
あ
る
の
が
最
初
で
'
以
後
天
平
十
九
年
か
ら
'
東
大
寺
等
の
写

経
所
の
文
書
に

｢上
官
王
撰
｣
｢上
官
皇
子
撰
｣
｢上
宮
聖
徳
皇
子
撰
｣
な
ど
と
し
て

｢つ】一

し
ば
し
ば
見
え
へ
天
平
宝
字
五
年
の

『東
院
資
財
帳
』

に
も
同
様
に

｢上
官
聖
徳

(㍗;)

法
王
御
製
者
へ
｣
と
あ
る
｡
ま
た
'
『東
院
資
財
帳
』

の

｢法
華
経
疏
韓
巻
｣
の
割

注
に
'
｢律
師
法
師
行
信
寛
求
奉
納
者
'
｣
と
あ
る
の
も
注
意
す
べ
き
で
あ
る
｡

以
上
の
事
実
を
踏
ま
え
'
小
倉
豊
文
氏
は
'
『三
経
義
疏
』
が
聖
徳
太
子
撰
と
さ

れ
た
の
は
'
聖
徳
太
子
信
仰
が
盛
ん
と
な

っ
た
天
平
末
年
頃
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
'

｢=7)

学
問
的
に
聖
徳
太
子
撰
が
崩
壊
し
た
の
は
藤
枝
晃
氏
の
研
究
に
よ

っ
て
で
あ

っ
た
｡

氏
の
研
究
は
'
『勝
等
経
義
疏
』
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
'
北
朝
か
ら
晴
代
に
い

た
る
十
点
ほ
ど
の
勝
掌
経
の
注
釈
書
の
う
ち
'
敦
塩
出
土
の

『勝
掌
義
疏
本
義
』
と

称
さ
れ
た
E
本
と
聖
徳
太
子
撰
と
称
す
る

『勝
掌
経
義
疏
』
が
七
割
同
文
で
'
同
系

統
の
注
釈
書
で
あ
る
こ
と
を
示
し
'
そ
の
上
で
聖
徳
太
子
撰

『勝
等
経
義
疏
』
を
諸

注
釈
書
の
中
に
位
置
づ
け
'
六
世
紀
後
半
の
北
朝
段
階
の
成
立
と
い
う
結
論
を
出
さ

れ
た
の
で
あ
る
｡
同
時
に
'
原
本
が
伝
わ
る

『法
華
義
疏
』

も
同
形
式
の
も
の
と
し
'

書
写
も
職
業
写
字
生
の
手
に
な
る
と
推
定
さ
れ
'
こ
れ
ら
が
遠
隔
傍
に
よ

っ
て
日
本

に
伝
え
ら
れ
た
と
さ
れ
た
｡
こ
の
道
幅
使
と
い
う
の
は
'
三
一経
義
疏
』
が
天
平
十

九
年
以
前
に
確
認
で
き
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
'
八
世
紀
の
遣
唐
使
の
方
が
よ
い
の

で
は
な
い
か
と
思
う
が
'
と
も
か
-
'
藤
枝
氏
の
研
究
に
よ
-
'
『三
径
義
疏
』
が
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聖
徳
太
子
の
撰
で
な
い
こ
と
は
確
実
に
な

っ
た
わ
け
で
あ
る
｡
と
す
れ
ば
'
『東
院

資
財
帳
』
に
あ
る
通
り
'
天
平
末
年
頃
'
行
信
が
ど
こ
か
ら
入
手
し
て
法
隆
寺
に
奉

納
し
た
も
の
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

さ
て
'
法
隆
寺
系
の
史
料
の
検
討
は
こ
こ
ま
で
で
あ
る
が
'
少
な
-
と
も
確
実
に

推
古
朝
に
遡
る
こ
と
の
で
き
る
'
い
わ
ば
根
本
史
料
の
よ
う
な
も
の
が
存
在
し
な
い

こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
｡
た
だ
'
こ
う
い
っ
た
方
法
で
は
'
そ
れ
ぞ
れ
の
史

料
の
成
立
時
期
を
確
定
で
き
な
い
の
で
'
私
の
仮
説
通
-
養
老
四
年
以
後
と
ま
で
は

言
え
な
い
が
､
そ
の
可
能
性
が
決
し
て
否
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
確
認
し
て
よ
い

で
あ
ろ
う
｡

四

個
々
の
史
料
の
模
討
-

-

『日
本
書
紀
』
1

『書
紀
』
に
は
､
聖
徳
太
子
の
事
績
が
様
々
に
記
さ
れ
て
い
る
が
､
具
体
的
事
実

と
し
て
後
世
に
影
響
を
与
え
た
り
､
何
か
具
体
的
な
物
と
し
て
今
日
に
伝
わ
る
も
の

は
'
第

一
節
で
廠
戸
王
に
つ
い
て
確
認
し
た
こ
と
以
上
の
も
の
は
な
い
｡
例
え
ば
'

推
古
朝
の
史
実
と
し
て
間
違
い
な
い
も
の
に
､
推
古
十

l
年
の
冠
位
十
二
階
の
制
定

が
あ
る
が
'
こ
れ
に
つ
い
て
'
『書
紀
』
は

｢始
行
冠
位
｡
天
徳

･
小
徳

･
大
仁

小
仁
-
-
｣
と
記
す
｡
ま
た
'
推
古
十
五
年
に
小
野
妹
子
を
遣
隔
傍
と
し
て
派
遣
す

る
時
も

｢大
礼
小
野
臣
妹
子
遣
於
大
唐
｡
以
鞍
作
福
利
為
通
事
｡｣
と
記
す
｡
推
古

紀
の
聖
徳
太
子
は
原
則
と
し
て
皇
太
子
と
記
さ
れ
て
い
る
が
､
そ
こ
に
皇
太
子
は

一

切
登
場
し
な
い
の
で
あ
る
｡
ま
た
'
推
古
十
六
年
に
来
日
し
た
装
世
活
を
迎
え
る
記

事
は
か
な
-
詳
細
で
'
多
-
の
宮
人
や
貴
族
が
登
場
す
る
が
'
や
は
-
皇
太
子
は
登

場
せ
ず
'
全
員
を

一
括
し
て
記
す
時
も

｢皇
子
諸
王
諸
臣
｣
で
､
皇
太
子
の
語
は
な

い
の
で
あ
る
｡
推
古
十
八
年
に
新
羅
の
使
者
が
来
た
時
も
同
様
で
あ
る
｡
結
局
'
確

実
な
史
実
に
は
聖
徳
太
子
は

一
切
登
場
し
な
い
の
で
あ
る
｡

こ
れ
に
対
し
て
､
推
古
二
年
の
三
宝
興
隆
の
詔
の
よ
う
な
具
体
性
に
欠
け
る
記
辛

に
は

｢詔
皇
太
子
及
大
臣
､
令
興
隆
一三
五
｡
-
-
｣
と
い
う
よ
う
に
登
場
す
る
｡
真

実
ら
し
-
す
る
た
め
に
大
臣

(蘇
我
馬
子
)
と
並
ん
で
登
場
す
る
こ
と
が
多

い
が
'

｢皇
太
子
親
肇
作
憲
法
十
七
条
｡｣
の
よ
う
に
単
独
で
登
場
す
る
こ
と
も
あ
る
｡

後

述
す
る
と
お
り
､
憲
法
作
成
は
事
実
で
は
な
い
｡
つ
ま
-
'
聖
徳
太
子
は
'
確
実
な

史
実
に
は

一
切
登
場
せ
ず
'
不
確
か
か
事
実
で
な
い
場
合
に
限

っ
て
登
場
す
る
の
で

あ
る
｡
そ
れ
故
'
推
古
紀
に
お
け
る
聖
徳
太
子
は
､
ま

っ
た
-
虚
構
の
存
在
な
の
で

あ
る
｡
し
か
し
'
な
お
､
個
々
の
記
事
に
は
若
干
の
論
点
が
あ
り
'
聖
徳
太
子
信
仰

の
成
立
を
考
え
る
際
に
も
必
要
な
こ
と
が
あ
る
の
で
､
以
下
若
干
の
点
に
つ
い
て
檎

討
し
て
み
た
い
｡

①

｢立
厩
戸
豊
聴
耳
皇
子
､
為
皇
太
子
｡
佃
鐘
摂
政
｡
以
万
機
悉
委
蔦
｡｣

推
古
元
年

(五
九
三
)
四
月
条
の
記
事
で
あ
る
が
'
廠
戸
王
が
皇
太
子
と
な

っ
た

と
あ
る
｡
し
か
し
､
皇
太
子
制
に
関
し
て
は
荒
木
敏
男
氏
の
詳
細
な
研
究
が
あ
町
,

そ
れ
に
よ
れ
ば
'
皇
太
子
制
の
成
立
は
'
浄
御
原
令
に
よ
る
も
の
で
'
最
初
の
東

宮

･
春
宮
坊
は
'
珂
瑠
皇
子

(文
武
)
の
た
め
に
構
成
さ
れ
た
と
さ
れ
て
お
り

'
ほ

と
ん
ど
疑
問
の
余
地
は
な
い
よ
う
で
あ
る
｡
従

っ
て
'
推
古
朝
に
は
皇
太
子
と
い
う

地
位
は
な
-
'
ま
た
'
先
に
見
た
よ
う
に
'
具
体
的
な
政
治
に
も

一
切
関
与
し
て
い

な
い
か
ら
'
廠
戸
王
が

｢偽
録
摂
政
｡
以
万
機
悉
委
罵
｡
｣
と
い
う
こ
と
も
な
か

っ

た
の
で
あ
る
｡
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②

｢皇
太
子
親
肇
作
憲
法
十
七
条
｡
｣

推
古
十
二
年

(六

〇
四
)
四
月
条
の
記
事
で
あ
る
｡
何
故
か
､
推
古
紀
の
聖
徳
太

子
関
係
記
事
は
二
月
と
四
月
が
多

い
の
で
あ
る
が
､
そ
れ
は
と
も
か
-
'
家
永
氏
が

根
本
史
料
の

一
つ
と
し
た
こ
の
憲
法
十
七
条
も
後
代
の
も
の
で
あ
ろ
う
｡

余
り
に
有
名
な
史
料
な
の
で
､
詳
し
-
は
述
べ
な
い
が
､
津
田
左
右
吉
氏
の
指
摘

(,I))

は
今
で
も
有
効
と
考
え
か
｡
そ
の
第

1
は
､
第
十
二
条
に
見
え
る

｢
国
司

･
国
造
｣

の
国
司
の
語
で
あ
る
｡
大
化
以
前
に
お
い
て
､
国
を
単
位
に
行
政
的
支
配
を
行
う
宮

人
の
存
在
は
考
え
が
た
い
｡
第
二
は
､
憲
法
の
全
体
が
､
君

･
臣

･
民
の
三
階
級
に

基
づ
-
中
央
集
権
的
官
僚
制
の
精
神
で
書
か
れ
て
い
る
が
'
推
古
朝
は
ま
だ
氏
族
制

度
の
時
代
で
あ
り
相
応
し
く
な
い
｡
第
三
に
､
中
国
の
古
典
か
ら
多
-
の
語
を
引
用

し
て
い
る
が
､
こ
れ
ら
は

『続
紀
』
や

『書
紀
』

の
文
章
と
似
て
い
る
｡
従

っ
て
､

｢律
令
の
制
定
や
国
史
の
編
纂
な
ど
を
企
て
つ
､.あ

っ
た
時
代
の
政
府
の
何
人
か
が

儒
臣
に
命
じ
､
名
を
太
子
に
か
り
て
､
か

､
る
訓
戒
を
作
ら
し
め
､
官
僚
を
し
て
棉

向
す
る
と
こ
ろ
を
知
ら
し
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
｡｣
と

い
う
も
の
で
あ
る
｡

私
は
､
こ
の
津
田
氏
の
指
摘
は
ま

っ
た
く
妥
当
と
思
う
｡
国
司
の
語
は
大
宝
令
以
後

と
思
わ
れ
る
が
､
そ
れ
は
編
者
の
文
飾
と
し
て
も
､
推
古
朝
段
階
で
国
造
と
並
ん
で

百
姓
を
統
治
す
る
地
方
官
は
あ
り
得
ず
､
そ
の
よ
う
な
地
方
官
を
前
提
と
し
た
訓
戒

は
考
え
ら
れ
な
い
｡
結
論
と
し
て
､
津
田
説
の
通
り
､
憲
法
十
七
条
は
､
国
史
す
な

わ
ち

量
目紀
』
の
編
者
自
身
に
よ

っ
て
作
ら
れ
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡

③

『天
皇
記

･
国
記

･
臣
連
伴
造
国
造
百
八
十
部
井
公
民
等
本
記
』

推
古
二
十
八
年
是
歳
条
に
見
え
る
も
の
で
､
皇
太
子
と
嶋
大
臣
が
共
に
議

っ
て
録

し
た
も
の
と
い
う
｡
こ
れ
に
つ
い
て
も
､
天
皇
や
公
民
の
語
に
問
題
が
あ
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
が
､
皇
極
四
年
六
月
条
に
､
蘇
我
蝦
夷
が
滅
亡
す
る
と
き
に

『天
皇

記

･
国
記

･
珍
宝
』
を
焼
い
た
と
あ
る
か
ら
､
蘇
我
氏
を
中
心
と
す
る
何
ら
か
の
修

(25
)

史
事
業
が
あ

っ
た
こ
と
は
認
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
は
'
憲
法
十
七
条

の
よ

う
に
聖
徳
太
子
単
独
の
事
業
と
せ
ず
､
蘇
我
馬
子
と
の
共
議
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
察

せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
し
か
し
'
当
面
の
問
題
と
し
て
､
聖
徳
太
子
に
注
目
し

た
場
合
､
『書
紀
』
で
は
推
古
二
十

一
年
に
片
岡
山
遊
行
の
記
事

の
あ
と
は
､
こ
の

二
十
八
年
条
の
記
事
が
あ
る
だ
け
で
､
翌
二
十
九
年
の
二
月
に
は
斑
鳩
宮
で
亡
-
な

る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
｡
ほ
と
ん
ど
晩
年
で
､
斑
鳩
宮
に
逼
塞
し
て
い
た
感
じ
が
あ

り
､
馬
子
と
の
共
議
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
｡
き
ち
ん
と
し
た
日
付
が
な
-
､
是
歳
条

と
い
う
の
も
変
で
､
蘇
我
氏
の
修
史
事
業
に
聖
徳
太
子
を
無
理
矢
理
結
び

つ
け
て
こ

こ
に
挿
入
し
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
あ
る
ま

い
か
｡

④

新
明
即
位
前
紀

問
題
は
､
推
古
の
没
後
､
皇
位
継
承
を
め
ぐ
る
混
乱
が
あ
り
､
蘇
我
蝦
夷
と
対
立

し
た

一
族
の
境
部
摩
理
勢
が
斑
鳩
の
泊
瀬
王
の
宮
に
逃
げ
込
み
'
こ
れ
を
追

っ
て
き

た
蝦
夷
の
使
者
に
対
し
山
背
大
兄
が
答
え
た
言
葉
で
あ
る
｡
ま
ず
､
蝦
夷
の
使
者
に

｢摩
理
勢
は
素
よ
-
聖
皇
の
好
し
た
ま
ふ
所
な
り
｡
-
-
｣
と
言

い
､
次
に
摩
理
勢

に

｢汝
'
先
王
の
恩
を
忘
れ
ず
し
て
､
来
れ
る
こ
と
甚
だ
愛
し
｡
-
-
｣
と
言
い
､

そ
の
中
に
先
王
の
遺
言
と
し
て
先
の

｢諸
悪
莫
作
｡
諸
善
奉
行
｡
｣
の
語
が
あ
る
の

で
あ
る
｡
家
永
氏
は
､
こ
の
聖
皇
と
先
王
を
､
薬
師
像
銘
の

｢東
宮
聖
王
｣
や
釈
迦

像
銘
の

｢上
官
法
王
｣
か
ら
聖
徳
太
子
と
考
え
､
話
が
具
体
的
で
あ
る
か
ら
､
そ
の

(26
)

実
在
を
示
す
根
本
史
料

の

一
つ
と
す
る
の
で
あ
る
｡
し
か
し
､
こ
の
理
解
は
､

ま

っ
た
-
無
謀
と
し
か
言

い
よ
う
が
な

い
｡
元
来
､
『書
紀
』
と
法
隆
寺
系

の
史
料

と
は
相
容
れ
ず
'
む
し
ろ
矛
盾
し
て
い
る
と
言

っ
た
方
が
適
当
な
く
ら
い
で
あ
り
､

そ
の
点
こ
そ
が
問
題
な
の
で
あ
る
｡
だ
か
ら
､
法
隆
寺
系

の
史
料
に
よ

っ
て

『書
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紀
』
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
｡
そ
れ
故
'
こ
れ
ら
の
語
は

『書

紀
』
自
体
の
中
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
'
推
古
紀
は

一
貫
し
て
聖
徳
太
子
を

(㍗
)

皇
太
子
と
称
し
て
お
り
､
法
王
と
も
大
王
と
も
称
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
｡

ま
た
'

そ
も
そ
も
'
こ
の
皇
位
継
承
を
め
ぐ
る
混
乱
は
､
推
古
の
遺
詔
を
め
ぐ
る
も
の
で

あ

っ
た
こ
と
も
想
起
す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
と
す
れ
ば
'
こ
こ
に
見
え
る
聖
皇
と
先
王

は
'
推
古
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
｡

『書
紀
』
に
は
'
外
に
も
聖
徳
太
子
関
係
の
記
事
は
あ
る
が
'
彼
の
実
在
に
関
わ

る
よ
う
な
も
の
は
以
上
で
尽
き
る
で
あ
ろ
う
｡
そ
の
結
論
で
あ
る
が
､
や
は
り
推
古

朝
に
遡
る
こ
と
の
で
き
る
根
本
史
料
の
よ
う
な
も
の
は
勿
論
'
確
実
に

『書
紀
』
が

編
纂
さ
れ
た
養
老
四
年
以
前
に
成
立
し
た
も
の
も
な
か

っ
た
と
言

っ
て
よ
い
で
あ
ろ

う
｡
『書
紀
』

の
聖
徳
太
子
信
仰
を
意
味
す
る
記
事
は
'
す
べ
て

『書
紀
』
編
者
自

身
に
よ
る
も
の
だ

っ
た
の
で
あ
る
｡
従

っ
て
'
聖
徳
太
子
は

『書
紀
』

に
よ

っ
て
生

ま
れ
た
と
い
う
私
の
仮
説
は
'
依
然
と
し
て
生
き
延
び
て
い
る
こ
と
に
な
る
｡

五

聖
徳
太
子
信
仰
の
成
立
と

『古
事
記
』
『日
本
書
紀
』

『書
紀
』
編
纂
以
前
に
は
'
聖
徳
太
子
信
仰
は
存
在
し
な
い
｡
聖
徳
太
子
は

『書

紀
』
に
よ

っ
て
生
ま
れ
た
'
こ
れ
が
私
の
仮
説
で
あ
る
o
L
か
L
t
本
当
に
そ
う
か
'

も
う

一
度
考
え
て
お
き
た
い
｡

こ
れ
ま
で
に
検
討
し
た
聖
徳
太
子
関
係
の
史
料
を
全
部
見
渡
し
た
場
合
'
最
も
古

-
遡
る
可
能
性
が
あ
る
の
は
'
薬
師
像
銘
と
釈
迦
像
銘
で
､
天
皇
号
を
基
準
と
す
れ

ば
持
続
朝
で
あ
る
｡
も
し
'
こ
れ
ら
が
持
続
朝
で
な
-
と
も
､
養
老
四
年
以
前
の
も

の
で
あ
れ
ば
'
私
の
仮
説
は
崩
壊
す
る
｡
し
か
し
'
釈
迦
像
銘
の
場
合
は
､
仏
師
の

語
が
障
害
と
な
り
､
天
平
期
の
可
能
性
の
方
が
高
い
で
あ
ろ
う
L
t
薬
師
像
銘
の
場

合
は
'
天
皇
号
の
外
に
､
｢太
子
｣
の
語
が
問
題
と
な
る
｡
太
子
は
皇
太
子
を
意
味

(28
)

す
る
が

'

立
太
子
の
最
初
の
例
は
珂
瑠
皇
子
で
あ
る
｡
そ
れ
以
前
に
'
た
と
え
浄

御
原
令
で
法
制
化
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
'
太
子
の
語
を
使
用
す
る
こ
と
は
な
か

っ

た
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
に
､
最
近
'
石
田
尚
豊
氏
は
'
釈
迦
像
と
薬
師
像
を
精
細
に
比

較
し
た
結
果
､
｢薬
師
像
は
'
釈
迦
像
を
意
識
し
'
そ
れ
に
基
づ
き
な
が
ら
も
､
那

分
的
に
は
新
棟
を
導
入
し
た
釈
迦
像
の
模
古
作
と
み
な
さ
れ
よ
う
｡
｣
と
結
論
さ
れ

式
こ

た
が
､
そ
う
だ
と
す
れ
ば
薬
師
像
の
年
代
は
'
釈
迦
像
よ
り
か
な
り
新
し
く
せ
ね

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡
そ
れ
故
'
や
は
-
'
養
老
四
年
以
前
に
聖
徳
太
子
信
仰
の

存
在
を
示
す
確
実
な
史
料
は
'
認
め
が
た
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
が
'

一
つ
だ
け
微
妙
な
史
料
が
あ
る
｡
和
銅
五
年

(七

二

二

に
成
立
し

た

『古
事
記
』
で
あ
る
｡
周
知
の
よ
う
に
､
『古
事
記
』
は
推
古
天
皇
で
終
わ

っ
て

い
る
｡
し
か
し
'
最
後
の
崇
峻
と
推
古
は
'
和
風
表
号

∴
呂
名

･
治
世
年
数

･
陵
墓

の
記
載
は
あ
る
が
'
系
譜
部
分
を
欠
い
て
お
り
､
系
譜
を
も

つ
最
後
の
天
皇
が
周
明

で
'
そ
こ
に
廠
戸
王
が

｢上
官
之
廟
戸
豊
聴
耳
命
｣
と
見
え
る
の
で
あ
る
｡
先
に
も

述
べ
た
如
-
'
実
名
は

｢廠
戸
｣
だ
け
の
筈
で
'
『書
紀
』
も
周
明
紀
元
年
正
月
条

の
系
譜
の
本
文
'
お
よ
び
同
二
年
七
月
の
物
部
守
屋
滅
亡
記
事
で
は
､
単
に

｢厩
戸

皇
子
｣
と
な

っ
て
い
る
｡
従

っ
て
'
そ
れ
以
外
は
'
後
に
付
加
さ
れ
た
も
の
と
せ
ね

ば
な
ら
な
い
｡
そ
し
て
'
付
加
さ
れ
た
内
容
に
よ

っ
て
は
'
聖
徳
太
子
信
仰
の
存
荏

を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡

そ
こ
で
'
具
体
的
に
考
え
て
み
よ
う
｡
最
初
の

｢上
官
｣
で
あ
る
が
'
こ
れ
が
尊

称
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
が
'
桜
井
市
に
上
之
宮
の
地
名
が
あ
り
､
最
近
宮
殿
虻
も

15



発
掘
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
へ

一
応

『書
紀
』
の
推
古
元
年
四
月
己
卯
条

に

｢父
の
天
皇
'
愛
み
た
ま
ひ
て
'
宮
の
両
の
上
殿
に
居
ら
し
め
た
ま
ふ
｡
｣
と
あ

る
の
に
従

っ
て
お
き
た
い
｡
次
に

｢豊
聴
耳
｣
で
あ
る
が
'
｢豊
｣
は
神
名
や
王
族

名
に
よ
く
使
わ
れ
る
美
称
で
､
問
題
は

｢聴
耳
｣
で
あ
る
｡
長
沼
賢
海
氏
は
'
『法

華
経
』
法
師
功
徳
品
の

｢
そ
の
耳
聡
利
き
が
故
に
'
悉
-
舵
-
分
別
し
て
知
ら
ん
｡

こ
の
法
華
を
持
つ
者
は
､
末
だ
天
耳
を
得
ず
と
雄
も
､
但
'
所
生
の
耳
を
用
う
る
に

･J)

功
徳
巳
に
か
-
の
如
-
な
ら
ん
｡
｣
に
由
来
す
る
と
さ
れ
た
が
'
従
う
べ
き
説
と
思

う
｡
こ
れ
に
よ
れ
ば
'
｢聴
耳
｣
は
'
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
聞
き
分
け
る
天
耳
に
等
し

い
聡
い
耳
の
意
で
あ
る
｡
こ
れ
は
､
厩
戸
王
に
特
別
な
能
力
お
よ
び
人
格
が
付
加
さ

れ
た
こ
と
を
意
味
し
よ
う
｡
次
に

｢命
｣
も
重
要
で
あ
る
｡
渡
辺
茂
氏
に
よ
る
と
'

『古
事
記
』
に
お
け
る
王
族
の
名
に
は

｢命
｣
と

｢王
｣
が
あ
り
'
仁
徳
以
降
の
下

巻
に
な
る
と
､
両
者
は
出
生
系
譜
の
上
で
明
瞭
に
区
別
さ
れ
'
｢
天
皇
に
即
位
す
る

御
子
は
命
を
称
し
て
お
り
'
そ
の
反
面
王
を
称
す
る
も
の
の
な
か
か
ら
天
皇
は
出
て

Lr,,)

き
て
い
な
い
｡
｣
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
'
唯

一
の
例
外
が
あ
り
'
そ
れ

が
勿
論
'
麿
戸
王
な
の
で
あ
る
｡
元
来
'
実
名
の
ほ
か
に

｢豊
聴
耳
｣
と
い
う
よ
う

な
尊
称
を
も

つ
の
も
'
歴
代
天
皇
以
外
で
は
厩
戸
王
だ
け
で
あ
る
｡
と
す
れ
ば
'

『古
事
記
』
の
編
者
が
'
彼
を
特
別
な
人
物
へ
天
皇
に
準
ず
る
人
物
と
し
て
扱

っ
た

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
'
確
実
に
麿
戸
王
の
神
格
化
が
始
ま

っ
た
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
と
言

っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡

し
か
し
'
そ
れ
で
は

『古
事
記
』
の
段
階
で
'
麿
戸
王
が
神
格
化
さ
れ
た
'
あ
る

い
は
聖
徳
太
子
信
仰
が
成
立
し
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
｡
結
論
と
し
て
'
私
は
'

ま
だ
そ
こ
ま
で
は
言
え
な
い
と
思
う
｡
何
故
な
ら
'
『古
事
記
』
の
段
階
で
は
'
麿

戸
王
の
人
物
像
が
ま

っ
た
-
記
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
確
か
に
'
｢聴
耳
｣

が
優
れ
た
耳
を
意
味
し
へ
そ
の
訓
み
も

｢と
み
み
｣
で
あ
る
か
ら
､

一
度
に
十
人
の

訴
え
を
聞
い
て
誤
ら
な
か

っ
た
t
と
い
う
よ
う
な
話
が
作
ら
れ
る
伏
線
が
で
き
た
と

L:･.i)

は
言
え
よ
う
｡
し
か
し
､
そ
れ
は
ま
だ
聖
徳
太
子
信
仰
と
は
言
え
な
い
｡
第

二

ま
だ

｢聖
徳
｣
で
も

｢太
子
｣
で
も
な
い
の
で
あ
る
｡
｢豊
聴
耳
｣
と

｢命
｣
は
'

尊
称
で
は
あ
る
が
'
明
確
に
は
神
格
化
を
意
味
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
｡
そ
れ
で

は
'
聖
徳
太
子
信
仰
の
成
立
は
い
つ
で
あ
ろ
う
か
｡
最
後
に
'
そ
の
見
通
し
を
述
べ

て
お
く
こ
と
に
し
た
い
｡

ま
ず
'
『古
事
記
』
が
'
何
故
'
推
古
で
終
わ
り
へ
そ
の
最
終
段
階
で
'
中
途
半

端
に

｢上
官
之
厩
戸
豊
聴
耳
命
｣
と
い
う
名
の
み
を
残
し
た
か
が
問
題
で
あ
る
｡
そ

れ
は
'
恐
ら
-
'
『古
事
記
』
が
'
本
来
果
た
す
べ
き
役
割
を
越
え
て
い
た
｡

換
言

す
れ
ば
'
ま
だ

｢聖
徳
太
子
｣
を
創
造
す
る
段
階
に
達
し
て
い
な
か

っ
た
か
ら
で
あ

る
と
思
う
｡
そ
の
役
割
と
は
､
言
う
ま
で
も
な
-
'
天
皇
制
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に

支
え
る
こ
と
で
あ
る
｡
七
世
紀
末
か
ら
八
世
紀
初
頭
に
か
け
て
､
藤
原
不
比
等
ら
に

よ

っ
て
'
天
皇
制
は
制
度
的
に
も
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
も

一
応
の
完
成
に
向
か

っ
て

い

た

が

'

そ
の
基
本
は
'
『大
宝
令
』
と

『古
事
記
』
に
よ
る
も
の
で
あ

っ
た
｡
し

か
し
'
『大
宝
令
』
に
お
け
る
天
皇
の
規
定
が
､
古
墳
時
代
以
来
の
大
王
と
同
じ
よ

(3
)

う
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
と
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
へ
『古
事
記
』
の
天
皇
像

も
ま
た
古
墳
時
代
の
大
王
の
ま
ま
で
あ

っ
た
｡
そ
の
論
理
は
'
高
天
原
と
天
孫
降
臨

に
よ
っ
て
天
皇
は
神
と
直
結
L
t
神
武
東
征
と
大
和
で
の
即
位
に
よ
り
王
権
の
原
点

が
定
ま
り
'
そ
の
後
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
が
国
内
の
ま

つ
ろ
わ
ぬ
人
々
を
平
定
L
t
神
功

皇
后
が
新
羅

･
百
済
を
従
え
て
'
小
帝
国
の
勢
力
圏
を
確
定
し
'
そ
の
上
に
た

っ
て

聖
帝
た
る
仁
徳
や
天
真
欄
漫
な
雄
略
が
縦
横
に
活
躍
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
｡
誠

に
'
単
純
に
し
て
素
朴
'
即
物
的
に
し
て
没
哲
学
的
と
評
す
べ
き
も
の
で
あ

っ
た
｡
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勿
論
'
こ
れ
ら
の
物
語
と
て
'
古
墳
時
代
か
ら
伝
わ

っ
た
も
の
で
は
な
-
､
多
く
は

七
世
紀
末
以
後
に
創
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
､
そ
の
発
想
の
レ
ベ
ル
が
古
墳
時

代
以
来
の
も
の
だ

っ
た
の
で
あ
る
｡
従

っ
て
'
藤
原
不
比
等
ら
当
時
の
為
政
者
は
'

統
治
技
術
と
し
て
律
令
法
を
受
容
し
な
が
ら
､
そ
れ
を
主
宰
す
る
天
皇
は
'
中
国
的

皇
帝
で
は
な
-
､
伝
統
的
な
大
王
の
ま
ま
と
し
た
こ
と
に
な
る
｡
し
か
し
､
そ
の
よ

う
な
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
が
果
た
し
て
通
じ
る
で
あ
ろ
う
か
｡
あ
た
か
も
､
未
開
社
会
の

王
が
'
高
度
な
中
国
の
統
治
技
術
を
も

っ
て
君
臨
す
る
と
い
う
､
誠
に
不
釣
り
合
い

な
も
の
な
の
で
あ
る
｡
し
か
も
'
こ
の
八
世
紀
初
頭
と
い
う
時
期
は
､
白
村
江
以
莱

中
断
し
て
い
た
遣
唐
使
が
大
宝
以
後
再
開
さ
れ
､
｢栗
田
真
人
を
遣
わ
し
'
唐
に
入

-
書
籍
を
求
め
し
め
'
律
師
道
慈
に
経
を
求
め
し
む
｣
と

『宋
史
』
日
本
伝
が
伝
え

る
よ
う
に
'
栗
田
真
人
や
道
慈
ら
に
よ

っ
て
溢
れ
る
よ
う
な
中
国
の
思
想

･
文
化
が

も
た
ら
さ
れ
た
時
代
な
の
で
あ
る
｡
懐
風
藻
に
見
る
長
屋
王
詩
苑
は
'
王
勃

･
騎
賓

王
ら
を
模
倣
L
t
老
荘

･
神
仙

･
道
教
思
想
に
溢
れ
て
い
る
｡
人
々
の
目
は
中
国
の

思
想
や
文
化
に
注
が
れ
て
お
り
'
そ
の
中
心
に
あ
る
の
は
中
国
皇
帝
の
姿
で
あ

っ
た
｡

こ
れ
に
反
し
'
『大
宝
令
』
が
規
定
し
､
『古
事
記
』
が
措
い
た
天
皇
は
'
よ
う
や
-

成
立
し
た
律
令
国
家
の
主
宰
者
と
し
て
'
中
国
皇
帝
に
対
置
す
べ
き
存
在
で
は
な
-
'

実
は
､
古
い
昔
の
大
王
で
あ

っ
た
｡
不
比
等
を
始
め
と
す
る
当
時
の
為
政
者
は
'
そ

の
矛
盾
を
は

っ
き
り
と
感
じ
た
に
違

い
な

い
｡
せ

っ
か
-
作

っ
た

『大
宝
令
』
と

『古
事
記
』
の
天
皇
像
で
あ
る
が
'
思
い
が
け
ず
大
量
に
流
れ
込
ん
で
き
た
中
国
思

想
の
前
で
'
早
-
も
成
立
直
後
か
ら
形
骸
化
し
始
め
た
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
な
時
に
'
当
時
の
為
政
者
が
考
え
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
想
像
す
る
の
は

極
め
て
容
易
で
あ
る
｡
そ
れ
は
'
時
代
に
即
応
し
た
新
し
い
天
皇
像
を
構
築
す
る
こ

と
で
あ
る
｡
そ
の
た
め
'
古

い

『古
事
記
』
は
編
纂
が
中
止
さ
れ
'
新
た
に

『日
本

書
紀
』
の
編
纂
が
本
格
的
に
開
始
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
｡
そ
の
結
果
'
『古
事
記
』

は
'
た
ま
た
ま
中
国
思
想
の
受
容
が
始
ま

っ
た
時
期
と
重
な

っ
た
こ
と
も
あ
ろ
う
が
'

六
世
紀
以
後
の

『旧
辞
』
的
物
語
を
欠
き
'
機
械
的
に
記
述
し
得
る
筈
の

『帝
紀
』

部
分
も
推
古
で
あ
た
ふ
た
と
中
断
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡

そ
の
大
き
な
制
作
の
転
換
を

象
徴
す
る
の
が
'
｢上
官
之
厩
戸
豊
聴
耳
命
｣
の
語
で
あ
る
｡
本
来
､
｢厩
戸
王
｣
と

あ

っ
た
と
こ
ろ
を
'
こ
の
よ
う
に
代
え
て
'
以
後
の
方
向
性
を
暗
示
し
っ
つ
､
そ
の

展
開
を
次
の

『書
紀
』
の
編
纂
に
託
し
た
の
で
あ
る
｡
ち
な
み
に
'
こ
の

｢聴
耳
｣

を
法
華
経
に
由
来
す
る
と
し
て
よ
け
れ
ば
､
『古
事
記
』

の
中
の
唯

1
の
明
確
な
仏

教
用
語
で
あ
る
｡
こ
う
し
て
'
伝
統
的
日
本
文
学
の
結
晶
と
も

い
う
べ
き

『古
辛

記

』

は

'

は
な
は
だ
尻
す
ぼ
み
の
形
で
今
日
に
残
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
｡

さ
て
'
本
格
的
に
開
始
さ
れ
た

『書
紀
』
の
課
題
は
､
怒
涛
の
よ
う
に
押
し
寄
せ

る
中
国
思
想
を
し

っ
か
り
と
受
け
と
め
'
そ
れ
を
踏
ま
え
て
'
天
皇
制
が
国
内
秩
序

の
頂
点
に
君
臨
す
る
こ
と
'
そ
れ
を
人
々
に
示
す
こ
と
で
あ

っ
た
｡
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル

と
神
功
皇
后
の
武
力
に
よ
る
平
定
だ
け
で
は
な
く
､
思
想
に
よ
る
国
民
教
化
'
就
中

儒
仏
道
の
中
国
思
想
を
踏
ま
え
た
皇
室
の
尊
厳
を
確
立
す
る
こ
と
で
あ

っ
た
｡
簡
早

に
言
え
ば
､
天
皇
制
自
身
の
中
に
中
国
的
聖
天
子
像
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
あ

っ
た
｡

し
か
し
'
中
国
思
想
受
容
以
後
の
歴
代
天
皇
の
中
に
'
そ
の
よ
う
な
聖
天
子
像
を
導

入
す
る
こ
と
は
歴
史
が
新
し
い
だ
け
に
至
難
で
あ

っ
た
｡
が
'
そ
の
時
､
不
比
等
か

誰
か
は
分
か
ら
な
い
が
'
す
で
に
編
纂
が
行
き
詰
ま

っ
て
い
た

『古
事
記
』
の
中
で
'

最
大
の
英
雄
と
も
い
う
べ
き
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
が
'
実
は
人
物
像
の
設
定
の
上
で
久
莱

(34
)

王
を
モ
デ
ル
と
し
て
い
る
こ
と
を
想
起
L
t
そ
の
兄
の
廃
戸
王
の
存
在
を
発
見
し

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
こ
の
場
合
'
厩
戸
王
の
子
孫
が
絶
滅
し
て
い
る
こ
と
は
'

自
由
な
創
作
活
動
を
保
証
し
て
い
て
好
都
合
で
あ

っ
た
｡
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こ
う
し
て
､
『書
紀
』
に
お
い
て
'
廠
戸
王
の
神
格
化
が
進
め
ら
る
こ
と
に
な
る

が
'
そ
れ
は
'
ヤ

マ
ー
タ
ケ
ル
の
神
格
化
と
平
行
し
て
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
｡

『論
語
』
季
子
竃
に

｢礼
楽
征
伐
は
天
子
よ
-
出
づ
｣
と
あ
る
が
'
礼
楽
と
征
伐
を

分
け
'
前
者
を
聖
徳
太
子
'
後
者
を
ヤ
マ
ー
タ
ケ
ル
と
L
t
両
者
合
わ
せ
て
聖
天
子

と
し
た
の
で
あ
ろ
う
｡
何
故
な
ら
'
こ
の
二
人
は
'
人
物
設
定
を
廠
戸
王
と
久
米
王

の
兄
弟
に
借
り
た
ば
か
り
で
な
-
'
実
際
に

『書
紀
』
の
中
で
も
'

一
対
の
存
在
と

し
て
描
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
そ
の
点
を
具
体
的
に
述
べ
る
と
'
第

一
は
'
特

異
な
出
生
講
で
あ
る
｡
ヤ
マ
ー
タ
ケ
ル
は

｢其
の
大
碓
皇
子

･
小
碓
尊
は
'

一
日
に

同
じ
胞
に
し
て
聾
に
生
れ
ま
せ
-
｡
天
皇
異
び
た
ま
ひ
て
'
則
ち
碓
に
詰
び
た
ま
ひ

き
｡
故
国
-
て
'
其
の
二
の
王
を
号
け
て
'
大
碓

･
中
経
と
日
ふ
｡｣
と
あ
り
'
聖

徳
太
子
に
は
'
例
の
廃
の
戸
で
生
ま
れ
た
話
が
あ
る
｡
第
二
に
'
二
人
と
も
幼
時
か

ら
の
非
凡
な
才
能
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
ヤ
マ
-
タ
ケ
ル
は
'
｢幼
-
し

て
雄
略
し
き
気
有
し
ま
す
｡
壮
に
及
り
て
容
貌
魁
偉
し
｡
身
長

一
丈
'
力
能
-
鼎
を

江
げ
た
ま
ふ
｡｣

(景
行
紀
二
年
三
月
戊
辰
条
)
と
あ
り
'
他
方
'
聖
徳
太
子
は
､

｢生
ま
れ
し
な
が
ら
能
-
言
ふ
｡
聖
の
智
有
-
｡
壮
に
及
び
て
'

一
に
十
人
の
訴
を

聞
き
た
ま
ひ
て
'
実
ち
た
ま
は
ず
し
て
能
-
弁

へ
た
ま
ふ
｡
兼
ね
て
未
然
を
知
ろ
し

め
す
｡
｣

(推
古
紀
元
年
四
月
己
卯
条
)
と
あ
る
｡
明
ら
か
に
'
天
子
の
礼
楽
と
征
伐

を
担
う
に
相
応
し
い
非
凡
さ
を
'
対
照
的
に
描

い
て
い
る
と
言
え
よ
う
｡
第
三
に
'

両
者
と
も
'
実
質
的
に
天
皇
に
代
わ
る
存
在
と
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
｡
熊
襲
を
討
ち
'

さ
ら
に
蝦
夷
征
討
に
向
か
う
ヤ
マ
-
タ
ケ
ル
に
対
し
'
父
の
景
行
天
皇
は
'
｢形
は

我
が
子
'
実
は
神
人
に
ま
す
｣
と
讃
え
'
さ
ら
に

｢是
の
天
下
は
汝
の
天
下
な
り
｡

是
の
位
は
汝
の
位
な
り
｡｣

(景
行
紀
四
十
年
七
月
戊
戊
条
)
と
称
L
t
斧
鋲
を
授
け

て
い
る
｡

一
方
､
聖
徳
太
子
に
つ
い
て
は
'
｢廠
戸
豊
聴
耳
皇
子
を
立
て
て
'
皇
太

子
と
す
｡
偽
り
て
録
摂
政
ら
し
む
｡
万
機
を
以
て
悉
-
委
ぬ
｡
｣
(推
古
紀
元
年
四
月

己
卯
条
)
'
あ
る
い
は
'
よ
り
直
接
的
に

｢万
機
を
総
摂
-
て
'
天
皇
事
し
た
ま
ふ
｣

(用
明
紀
元
年
正
月
朔
条
)
と
あ
る
｡
す
な
わ
ち
'
二
人
と
も
即
位
は
し
な
か

っ
た

が
'
実
質
的
に
天
皇
に
代
わ
る
存
在
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
'
第
四
に
'

両
者
の
英
雄
あ
る
い
は
聖
人
と
し
て
の
事
績
を
詳
し
-
記
す
こ
と
で
あ
る
｡
量
目紀
』

に
お
い
て
､
天
皇
以
外
の
人
物
を
こ
れ
ほ
ど
詳
細
に
記
す
こ
と
は
'
神
功
皇
后
を
除

い
て
無
-
'
新
し
い
天
皇
像
を
構
築
す
る
に
あ
た

っ
て
'
『書
紀
』

編
者
が
こ
の
三

人
を
如
何
に
重
視
し
た
か
が
分
か
る
の
で
あ
る
｡
こ
れ
に
つ
い
て
は
､
後
述
す
る
こ

と
に
L
t
と
も
か
-
､
聖
徳
太
子
と
ヤ
マ
ー
タ
ケ
ル
が

一
対
の
存
在
と
し
て
措
か
れ

(35
)

て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
｡

と
こ
ろ
で
'
そ
の
ヤ

マ
-
タ
ケ
ル
で
あ
る
が
､
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
お
り
､

『古
事
記
』
と

『書
紀
』

と
で
は
そ
の
人
物
像
が
大
き
-
異
な

っ
て
い
る
｡
『書
紀
』

の
場
合
は
'
見
て
き
た
よ
う
に
､
天
子
の
征
伐
を
代
行
し
'
聖
天
子
像
の

一
半
を
体

現
す
る
存
在
で
あ

っ
た
が
'
『古
事
記
』

の
場
合
は
'
あ
ま
り
の
粗
暴
の
故
に
父
景

行
天
皇
か
ら
疎
ま
れ
'
西

へ
東

へ
と
征
討
に
派
遣
さ
れ
'
遂
に
征
戦
途
上
で
死
を
迎

え
る
悲
劇
の
英
雄
で
あ
り
'
聖
天
子
像
と
は
無
縁
の
存
在
で
あ

っ
た
｡
と
す
れ
ば
'

『書
紀
』

の
ヤ
マ
ー
タ
ケ
ル
は
､
『古
事
記
』

と
は

一
応
別
に
'
聖
徳
太
子
と
相
呼

応
し
て
聖
天
子
像
を
構
成
す
る
も
の
と
し
て
'
新
た
に
創
造
さ
れ
た
t
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
こ
と
は
'
逆
に
聖
徳
太
子
に
と

っ
て
も
同
様
で
'
｢上

官
之
廟
戸
豊
聴
耳
命
｣
が
'
『書
紀
』

に
お
い
て
初
め
て

｢聖
徳
｣
を
備
え
た

｢太

子
｣
と
し
て
､
ヤ
マ
ー
タ
ケ
ル
と
と
も
に
聖
天
子
像
を
担
う
存
在
と
し
て
創
造
さ
れ

た
の
で
あ
る
｡
こ
れ
こ
そ
'
聖
徳
太
子
の
神
格
化
で
あ
り
'
聖
徳
太
子
信
仰
の
成
立

と
言

っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
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7
股
に
'
近
世
の
国
学
以
来
'
我
々
は

『古
事
記
』

の
文
学
性
を
高
-
評
価
す
る

の
で
あ
る
が
'
古
代
天
皇
論
と
し
て
は
'
『日
本
書
紀
』
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

こ
れ
に
よ
り
'
『大
宝
令
』
と

『古
事
記
』

が
示
し
た
古
墳
時
代
以
来
の
大
王
像
を

脱
却
L
t
中
国
思
想
に
堪
え
う
る
天
皇
像
の
模
索
が
始
ま

っ
た
か
ら
で
あ
る
｡
し
か

し
'
固
有
の
武
力
も
経
済
力
も
持
た
な
い
日
本
の
天
皇
が
'
中
国
の
皇
帝
像
を
取
り

入
れ
る
こ
と
は
本
来
不
可
能
で
あ

っ
た
｡
政
治
の
実
質
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
た
天
皇
に

で
き
る
こ
と
は
'
時
に
は
道
教
思
想
に
傾
斜
し
､
ま
た
天
人
感
応
の
災
異
説
に

一
書

1
憂
L
t
さ
ら
に
は
法
華
経
を
奉
じ
'
四
天
王
に
祈
-
'
慮
舎
那
仏
に
脆
き
､
密
教

が
伝
わ
れ
ば
早
速
こ
れ
を
頼
る
の
で
あ
る
が
'
こ
れ
ら
は
中
国
思
想
の
枝
葉
末
節
と

で
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ

っ
た
｡
こ
れ
ら
に
よ
り
'
日
本
の
天
皇
が
'
中
国
的
皇
帝

の
実
質
を
獲
得
で
き
る
は
ず
も
な
く
'
結
局
は
'
み
ず
か
ら
宝
器
と
し
て
神
秘
の

ベ
ー
ル
に
包
ま
れ
'
時
の
権
力
者
の
権
威
付
け
に
利
用
さ
れ
る
存
在
と
な
る
運
命
で

あ

っ
た
と
い
え
よ
う
｡
し
か
し
'
そ
れ
で
も
な
お
'
天
皇
制
が
長
-
存
続
し
'
時
に

は
時
代
の
転
換
点
で
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
た
の
は
'
多
少
な
-
と
も

中
国
的
聖
天
子
像
を
体
現
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
へ
そ
の
最
大
の
根
拠

こ
そ
'
『書
紀
』
に
お
い
て
創
造
さ
れ
た
聖
徳
太
子
だ

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

聖
徳
太
子
を
律
令
国
家
形
成
の
出
発
点
に
置
-
こ
と
に
よ
り
'
皇
室
は
そ
の
尊
厳
を

確
立
L
t
天
皇
制
は
聖
徳
太
子
信
仰
の
隆
盛
と
と
も
に
､
最
終
的
に
不
滅
な
砦
を
確

保
し
た
の
で
あ
る
｡

さ
て
'
以
上
'
私
は
'
少
し
先
走

っ
た
話
を
し
過
ぎ
た
よ
う
で
あ
る
が
'
次
号
で

は
'
量
目紀
』

で
成
立
す
る
聖
徳
太
子
像
を
具
体
的
に
検
証
し
'
さ
ら
に
'
法
隆
寺

系
史
料
の
程
道
に
よ
る
変
容
を
論
ず
る
こ
と
に
し
た
い
｡

註
(-
)
家
永
三
郎

｢歴
史
上
の
人
物
と
し
て
の
聖
徳
太
子
｣

(『原
典
日
本
仏
教
の
思

想

-
』
岩
波
書
店
'

一
九
九

一
年
)
｡

(2
)
田
村
囲
澄

『飛
鳥

･
白
鳳
仏
教
史

上

･
下
』
吉
川
弘
文
館
'

一
九
九
四
年
｡

(3
)
小
倉
豊
文

『聖
徳
太
子
と
聖
徳
太
子
信
仰
』
綜
芸
舎
'

一
九
六
三
年
｡

(4
)
大
山

｢
『野
中
寺
弥
勘
像
』

の
年
代
に
つ
い
て
｣

(『弘
前
大
学
国
史
研
究
』

第
九
五
号
'

一
九
九
三
年
)
0

(5
)
小
倉
豊
文
､
註

(2
)
前
掲
書
｡

(6
)
長
沼
賢
海

『聖
徳
太
子
論
致
』
平
楽
寺
書
店
'

一
九
七

一
年
｡

(7
)
『続
日
本
紀
』
霊
亀
元
年
六
月
契
亥

(十
三
日
)
条
｡
な
お
'
こ
こ
に

｢聖

徳
感
通
｣
と
あ
る
が
'
こ
の

｢聖
徳
｣
は
'
勿
論
'
設
斎
し
た
元
明
の
聖
徳
を

指
し
て
お
り
'
聖
徳
太
子
と
は
関
係
な
い
で
あ
ろ
う
｡
た
だ
'
法
隆
寺
が
国
慕

か
ら
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
認
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡

(8
)
若
井
敏
明
氏
は

｢法
隆
寺
と
古
代
寺
院
政
策
｣
(『続
日
本
紀
研
究
』
第
二
八

八
号
'

一
九
九
四
年
)
に
お
い
て
､
法
隆
寺
旧
蔵
の
在
銘
命
過
幡
の
年
代
と
人

名
を
根
拠
に
'
上
官
王
家
滅
亡
後
の
法
隆
寺
は
'
天
智
九
年
の
火
災
以
前
か
ら

山
部

･
大
原
史
ら
法
隆
寺
周
辺
の
在
地
氏
族
を
信
仰
の
担

い
手
と
し
､
再
建
も

彼
ら
に
よ

っ
て
な
さ
れ
た
斑
鳩
の

一
地
方
寺
院
と
し
て
の
性
格
が
濃
厚
で
あ

っ

た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
､
さ
ら
に
'
そ
の
法
隆
寺
が
太
子
信
仰
に
関
連
す
る
寺
院

と
し
て
'
国
家
か
ら
特
別
待
遇
を
う
け
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
天
平
年
間
に

な

っ
て
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
た
｡
こ
の
若
井
氏
の
理
解
は
､
後
世
の
太
子
信
価

に
と
ら
わ
れ
ず
客
観
的
に
法
隆
寺
を
観
察
し
て
お
-
'
極
め
て
説
得
力
に
富
む

見
解
と
考
え
る
が
'
私
見
で
は
'
元
来
'
氏
寺
と

い
う
も
の
を
'
厳
密
に
特
定

1 9



の
氏
の
所
有
物
と
考
え
る
の
は
正
し
-
な
-
'
特
定
の
氏
族
を
中
心
と
し
つ
つ

も
周
辺
の
在
地
氏
族
の
支
持
を
背
景
に
存
立
し
て
い
た
も
の
と
考
え
て
い
る
｡

そ
の
意
味
で
､
法
隆
寺
は
､
上
宮
王
家
滅
亡
以
前
か
ら
､
多
-
の
在
地
氏
族
に

支
持
さ
れ
た
地
方
寺
院
で
あ
っ
た
と
考
え
る
｡
し
か
し
､
そ
の
反
面
'
奈
良
時

代
初
頭
ま
で
の
法
隆
寺
を
斑
鳩
の

一
地
方
寺
院
と
の
み
考
え
る
の
は
若
干
問
題

が
あ
る
と
思
う
｡
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
､
少
な
-
と
も
持
続
朝
以
後
'
国
家

か
ら
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
事
実
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡

(9
)
福
山
敏
男

｢法
隆
寺
の
金
石
文
に
関
す
る
二
､
三
の
問
題
｣
(『夢
殿
』
十
三

号

､

一
九
三
五
年
)
｡

(10
)
渡
辺
茂

｢古
代
君
主
の
称
号
に
関
す
る
二

･
三
の
試
論
｣
(『史
流
』
八
号
､

一
九
六
七
年
)
｡

(11
)
東
野
治
之

｢天
皇
号
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
｣
(『続
日
本
紀
研
究
』

一
四

四

･
一
四
五
合
併
号
､

一
九
六
九
年
｡
の
ち

『正
倉
院
文
書
と
木
簡
の
研
究
』

に
収
録
)
｡

(12
)
津
田
左
右
吉

｢天
皇
考
｣
｡

(13
)
上
田
正
昭

｢和
風
諒
号
と
神
代
史
｣
(『赤
松
俊
秀
教
授
退
官
記
念

国
史
論

集
』
､

一
九
七
二
年
｡
の
ち

『古
代
の
道
教
と
朝
鮮
文
化
』
に
収
録
)
｡
福
永
光

司

｢
天
皇
と
紫
宮
と
真
人
｣
(『田
霜
心』

一
九
七
七
年
七
月
号
､
の
ち

『道
教
思

想
史
研
究
』
に
収
録
)
｡
両
氏
の
天
皇
関
係
論
文
は
他
に
も
多

い
が
､
こ
こ
で

は
代
表
的
な
も
の
の
み
を
あ
げ
た
｡

(14
)
福
山
､
註

(9
)
前
掲
論
文
｡

(15
)
東
伏
見
邦
英

｢法
隆
寺
金
堂
薬
師
如
来
像
管
見
｣
(京
大
文
学
部

『紀
元
二

千
六
百
年
記
念
史
学
論
文
集
』
､

一
九
四

一
年
)
｡

(16
)
薮
田
嘉

一
郎

｢法
隆
寺
金
堂
薬
師

･
釈
迦
像
光
背
の
銘
文
に
つ
い
て
｣
(『仏

教
芸
術
』
七
号
'

一
九
五
〇
年
)
｡
田
中
嗣
人

｢仏
師

･
仏
工
の
成
立
と
止
利

仏
師
｣
(同
氏
著

『日
本
古
代
仏
師
の
研
究
』
第

一
部
､

一
九
八
三
年
)
｡

(17
)
東
野
治
之

｢銘
文
に
つ
い
て
｣
(奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
飛
鳥
資
料
館
編

『飛
鳥

･
白
鳳
の
在
銘
金
銅
仏
』
､

一
九
七
九
年
)
｡

(18
)
『資
財
帳
』
に
浄
御
原
宮
御
宇
天
皇
が
納
め
た
繍
帳
武
張
が
あ
-
､
こ
れ
を

天
寿
国
繍
帳
に
あ
て
る
説
も
あ
る
が
､
天
武
な
い
し
持
続
が
納
入
す
る
の
も
不

可
解
だ
し
､
銘
文
に
言
及
し
て
い
な
い
の
も
疑
問
で
､
恐
ら
-
無
関
係
で
あ
ろ

う
｡
た
だ
､
『資
財
帳
』
成
立
以
後
､
こ
の
繍
帳
武
張
に
天
寿
国
の
画
が
描
か

れ
､
そ
こ
に
銘
文
が
記
さ
れ
た
可
能
性
は
あ
る
と
思
う
｡

(19
)
家
永
､
註

(-
)
前
掲
論
文
｡

(20
)
三
経
の
う
ち
､
維
摩
径
の
み
は
写
経
所
関
係
に
は
見
え
な
い
よ
う
で
あ
る
｡

(21
)
『大
日
本
古
文
書
』
巻
四
に

｢法
隆
寺
縁
起
資
財
帳
法
隆
寺
東
院
縁
起
仏
教
舛
資
財
惟
所
収

(大
和
国
法
隆
寺
所
蔵
)｣
'
『寧
楽
遺
文
』
中
巻
に

｢法
隆
寺
縁
起
拝
資
財
帳

(大
和
法
隆
寺
文
書
)
｣
と
題
し
て
収
載
さ
れ
て
い
る
｡

(22
1
)
藤
枝
晃

｢勝
葦
径
義
疏
｣
(『原
典
日
本
仏
教
の
思
想

-
』
岩
波
書
店
､

一
九
九

一
年
)
｡

(23
)
荒
木
敏
男

『日
本
古
代
の
皇
太
子
』
吉
川
弘
文
館
､

一
九
八
五
年
｡

(a
)
津
田
左
右
吉

｢応
神
天
皇
か
ら
後
の
記
紀
の
記
載
｣
(『日
本
古
典
の
研
究
』

下
)
｡

(25
)
青
木
和
夫
氏
は
､
｢天
平
文
化
論
｣
(『岩
波
講
座

日
本
通
史
』
第
4
巻
､

古
代
3
､

一
九
九
四
年
)
で
､
蘇
我
大
臣
家
に
お
け
る
'
渡
来
系
の
人
々
の
編

纂
事
業
を
想
定
さ
れ
て
い
る
｡

20



(26
)
家
永
､
註

(-
)
前
掲
論
文
｡

(27
)
『書
紀
』
周
明
元
年
正
月
条
に
は
'
厩
戸
皇
子
の
別
名
と
し
て
豊
聴
耳
法
大

王
と
法
主
王
が
見
え
る
が
'
法
王
の
語
は
な
い
｡
先
に
も
述
べ
た
と
お
-
'
法

王
は
仏
典
に
よ
く
見
え
'
普
通
は
釈
迦
を
指
す
語
で
あ
る
が
､
法
大
王
と
法
主

王
は
仏
典
で
も
極
め
て
珍
ら
し
い
語
で
'
末
だ
聖
徳
太
子
を
法
王
と
は
呼
べ
な

い
段
階
で
称
し
た
語
で
あ
ろ
う
｡

(28
)
荒
木
､
註

(23
)
前
掲
論
文
｡

(E3)
石
田
尚
豊

｢美
術
史
学
の
方
法
と
古
代
史
研
究
｣
(新
版
[古
代
の
日
本
]
⑲

『古
代
資
料
研
究
の
方
法
』
角
川
書
店
'

一
九
九
三
年
)
｡

(30
)
長
沼
'
註

(6
)
前
掲
書
｡

(31
)
渡
辺
茂

｢
｢尊
｣
と

｢命
｣
と

｢王
｣
-
-

｢天
皇
｣
号
の
始
用
期
と
関
連

づ
け
て
-

｣
(肥
後
先
生
古
稀
記
念
論
文
刊
行
会
編

『日
本
文
化
史
研
究
』
'

一
九
六
九
年
)
｡

(32
)
久
米
邦
武

｢聖
徳
太
子
実
録
｣

一
九
〇
五
年
'
(『久
米
邦
武
歴
史
著
作
集
』

第

一
巻
所
収
)
｡

(33
)
大
津
透

｢古
代
天
皇
制
論
｣
(『岩
波
講
垂

日
本
通
史
』
第
4
巻
､
古
代
3
'

一
九
九
四
年
)
｡

(A
)
吉
井
巌

｢
ヤ
マ
ー
タ
ケ
ル
の
物
語
と
土
師
氏
｣
(『続
日
本
紀
研
究
』

l
O
I

八

･
九
合
併
号
､

一
九
六
三
年
)
は
'
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
伝
承
に
果
た
し
た
土
師

氏
の
役
割
を
述
べ
た
の
ち
､
ヤ
マ
ー
タ
ケ
ル
と
来
日
皇
子

(久
米
王
)
と
の
類

似
性
に
も
言
及
L
t
と
も
に
王
族
将
軍
で
あ
る
こ
と
'
征
戦
途
上
の
異
域
で
の

死
'
最
終
的
陵
墓
が
河
内
国
古
市
で
あ
る
こ
と
'
土
師
氏
が
そ
の
葬
送
儀
礼
に

深
-
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
さ
れ
た
｡
し
か
し
'
よ
-
重
要
な
の
は
'

ヤ
マ
ー
タ
ケ
ル
に
恒
に
膳
夫
と
し
て
従
っ
た

｢久
米
直
之
祖
'
名
七
拳
腔
｣

(『古
事
記
』
景
行
段
)
の
存
在
で
あ
ろ
う
｡
何
故
な
ら
'
古
代
の
王
族
の
名

が
養
育
氏
族
の
名
に
由
来
す
る
こ
と
が
多
-
'
久
米
王
の
名
も
久
米
直
氏
が
養

育
氏
族
で
あ

っ
た
こ
と
に
よ
る
と
す
れ
ば
'
ヤ
マ
-
タ
ケ
ル
と
久
米
王
は
共
に

久
米
直
氏
に
養
育
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
｡
お
そ
ら
-
'
久
米
直
氏

に
養
育
さ
れ
､
征
戦
途
上
で
悲
劇
的
な
死
を
遂
げ
た
久
米
王
の
人
物
像
が
'
ヤ

マ
ー
タ
ケ
ル
伝
承
に
大
き
-
投
影
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
な
お
'
久

米
直
氏
が
伊
予
国
造

一
族
で
あ
る
こ
と
は
'
大
橋
信
弥
氏

｢久
米
部
の
歌
舞
に

つ
い
て
｣
(『日
本
史
研
究
』
第

一
五
七
号
'

一
九
七
五
年
'
の
ち
同
氏
著

『日

本
古
代
の
王
権
と
氏
族
』
に
所
収
)
に
優
れ
た
考
察
が
あ
る
｡

(35
)
他
に
'
『書
紀
』
の
中
で
道
教
思
想
の
戸
解
仙
が
､
ヤ
マ
-
タ
ケ
ル
と
聖
徳

太
子
が
片
岡
山
で
出
会

っ
た
飢
者
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
が
'
こ
れ
に
つ

い
て
も
後
述
す
る
｡

(お
お
や
ま

･
せ
い
い
ち

中
部
大
学
国
際
関
係
学
部
助
教
授
)
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