
周
知
の
よ
う
に
、
『
日
本
書
紀
』
の
欽
明
天
皇
十
三
（
五
五
二
）
年
十
月
条

に
は
、
仏
教
の
初
伝
に
関
わ
る
記
述
が
見
出
さ
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
仏
教
公
伝
記

事
と
し
て
有
名
な
記
述
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
始
ま
っ
て
い
る
。

冬
十
月
に
、
百
済
の
聖
明
王
（
ま
た
の
名
は
聖
王
）
、
西
部
姫
氏
達
率
怒

荊
斯
致
契
等
を
遣
し
て
、
釈
迦
仏
の
金
銅
像
一
体
、
幡
蓋
若
干
、
経
論
若

干
巻
を
献
る
。
別
に
表
し
て
、
流
通
し
礼
拝
む
功
徳
を
讃
め
て
云
さ
く
、

（
８
４
）

．
．
：
：
と
ま
う
す
。

一
体
の
金
銅
釈
迦
像
、
ほ
か
に
若
干
の
祭
具
、
経
典
が
欽
明
天
皇
に
献
ぜ
ら

れ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
別
に
、
そ
の
趣
旨
を
記
し
た
文
書
も
付
せ
ら
れ
て

い
た
。書

紀
の
成
立
は
養
老
四
（
七
二
○
）
年
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
記
事
は
書
紀
編

纂
時
か
ら
す
れ
ば
お
よ
そ
一
五
○
年
ほ
ど
前
の
事
柄
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

遣
り
主
は
百
済
の
聖
明
王
で
あ
る
が
、
聖
と
い
う
称
に
は
仏
教
と
の
関
わ
り
を

連
想
さ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
書
紀
編
者
も
ど
こ
か
で
そ
れ
を
意
識
し
て
い
た

と
こ
ろ
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
聖
明
王
は
、
こ
の
二
年

（
一
）

日
本
書
紀
に
お
け
る
仏
教
伝
来
説
話
を
め
ぐ
っ
て

後
に
新
羅
と
の
戦
に
敗
れ
、
戦
死
し
て
い
る
。
ま
た
、
使
者
の
西
部
姫
氏
達
率

怒
荊
斯
致
契
の
名
は
、
注
解
に
よ
れ
ば
、
「
後
世
の
造
作
が
加
え
ら
れ
た
可
能

（
○
乙
）

性
が
強
い
」
と
い
う
。
西
部
と
い
う
部
名
が
書
紀
の
中
で
唯
一
別
種
で
あ
る
こ

と
、
姫
氏
の
姓
が
他
に
見
え
な
い
こ
と
、
姓
と
名
を
切
り
離
し
て
「
氏
」
の
字

を
添
え
た
こ
と
な
ど
の
理
由
に
よ
る
。

さ
き
の
引
用
で
は
省
略
し
た
が
、
趣
旨
を
述
べ
た
文
書
は
や
や
長
く
、
次
の

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

「
是
の
法
は
諸
の
法
の
中
に
、
最
も
殊
勝
れ
て
い
ま
す
。
解
り
難
く
入
り

難
し
。
周
公
・
孔
子
も
尚
し
知
り
た
ま
ふ
こ
と
能
は
ず
。
此
の
法
は
能
く

量
も
な
く
辺
も
無
き
、
福
徳
果
報
を
生
し
、
す
な
は
ち
無
上
れ
た
る
菩
提

を
成
弁
す
。
臂
へ
ぱ
人
の
、
随
意
宝
を
懐
き
て
、
用
べ
き
所
に
逐
ひ
て
、

尽
に
情
の
依
な
る
が
如
く
、
此
の
妙
法
も
然
な
り
。
祈
り
願
ふ
こ
と
情
の

依
に
し
て
、
乏
し
き
所
無
し
。
か
つ
夫
れ
遠
く
は
天
竺
よ
り
、
こ
こ
に
三

韓
に
泊
る
ま
で
に
、
教
に
し
た
が
ひ
奉
け
持
ち
て
、
尊
び
敬
は
ず
と
い
ふ

こ
と
無
し
。
是
に
由
り
て
、
百
済
の
王
臣
明
、
謹
み
て
陪
臣
怒
荊
斯
致
契

を
遣
し
て
、
帝
国
に
伝
へ
奉
り
て
、
畿
内
に
流
通
さ
む
。
仏
の
、
我
が
法

佐
藤
正
英

一
一
一
一



は
東
に
流
ら
む
、
と
記
せ
る
を
果
す
な
り
」
と
ま
う
す
。

経
典
の
説
く
と
こ
ろ
が
、
聖
明
王
を
は
じ
め
ひ
と
び
と
に
と
っ
て
「
さ
と
り

難
く
入
り
難
」
い
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
は
す
る
の
だ

が
、
こ
の
部
分
を
も
含
め
て
、
こ
の
文
の
措
辞
の
大
半
は
、
唐
の
義
浄
が
長
安

三
（
七
○
三
）
年
に
訳
し
た
『
金
光
明
最
勝
王
経
』
に
拠
る
こ
と
が
指
摘
せ
ら

（
Ｑ
Ｊ
）

れ
て
い
る
。
文
書
は
明
ら
か
に
書
紀
編
者
に
よ
る
造
作
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
書
紀
の
語
っ
て
い
る
仏
教
初
伝
の
記
事
が
、
い
わ
ゆ
る

史
的
事
実
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
ほ
と
ん
ど
採
る
べ
き
も
の
が
な
い
こ
と
を
告
げ

て
い
る
。
こ
の
点
に
ふ
れ
て
た
と
え
ば
津
田
左
右
吉
は
す
で
に
い
ち
は
や
く
次

の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
「
聖
明
王
の
名
が
特
に
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら

見
れ
ば
、
こ
の
王
が
何
等
か
の
機
会
に
仏
像
な
ど
を
献
っ
た
こ
と
は
あ
っ
た
で

も
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
仏
教
の
初
伝
と
し
、
ま
た
そ
れ
が
特
殊
の
事
件
で
あ
つ

（
４
号
）

た
と
す
る
の
は
、
事
実
で
は
あ
る
ま
い
」
。
「
…
：
．
事
実
は
、
も
っ
と
前
か
ら
仏

を
祀
る
こ
と
が
邦
人
の
間
に
も
知
ら
れ
て
い
、
仏
像
な
ど
も
い
く
ら
か
は
渡
来

（
Ｅ
Ｊ
）

し
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
・

ま
た
欽
明
天
皇
十
三
年
に
お
け
る
初
伝
と
い
う
点
に
ふ
れ
て
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。
「
十
三
年
と
い
う
年
紀
に
至
っ
て
は
一
層
信
じ
難
い
。
そ
れ
は
戊

午
の
年
と
す
る
異
論
が
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
こ
の
時
代
の
書
紀
の
紀
年
の

（
６
）

全
体
の
性
質
か
ら
も
そ
う
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
」
・
い
ず
れ
も
従
う
べ
き
見
解

で
あ
ろ
う
。

以
上
の
簡
単
な
吟
味
は
、
書
紀
の
仏
教
初
伝
の
記
事
が
史
的
事
実
を
語
る
も

の
で
は
な
く
、
一
個
の
説
話
と
し
て
扱
わ
る
べ
き
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の

こ
と
は
従
来
も
し
ば
し
ば
指
摘
せ
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う

で
あ
る
な
ら
ば
説
話
と
し
て
一
体
何
を
ど
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
の
か
と
い
う

考
察
に
関
し
て
は
、
い
ま
だ
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

た
と
え
ば
、
仏
教
初
伝
の
記
事
は
、
説
話
と
し
て
は
、
欽
明
天
皇
十
三
年
十

月
条
で
終
る
の
で
は
な
く
、
敏
達
天
皇
十
三
年
条
か
ら
十
四
年
条
に
か
け
て
の

記
事
に
続
く
も
の
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
ら
に

は
、
用
明
天
皇
二
年
条
や
崇
峻
天
皇
元
年
条
の
記
事
を
経
て
、
推
古
天
皇
紀
に

お
け
る
蘇
我
馬
子
や
鞍
作
止
利
に
関
わ
る
説
話
へ
と
連
な
り
、
聖
徳
太
子
説
話

に
お
い
て
、
は
じ
め
て
完
結
す
る
と
こ
ろ
の
、
一
連
の
仏
教
伝
来
説
話
の
発
端

を
な
す
も
の
と
し
て
読
ま
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
い
い
か
え
れ
ば
、
欽
明

天
皇
十
三
年
十
月
条
が
説
話
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
な

い
で
あ
ろ
う
か
。

仏
教
の
伝
来
に
関
わ
る
倫
理
思
想
史
上
の
テ
ク
ス
ト
は
、
書
紀
を
除
け
ば
ほ

と
ん
ど
皆
無
と
い
っ
て
も
い
い
。
『
上
官
聖
徳
法
王
帝
説
』
や
『
元
興
寺
縁
起
』

な
ど
、
ご
く
少
数
の
資
料
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
が
、
い
ず
れ
も
書
紀
に
比
し
て
後

代
の
も
の
で
あ
り
、
質
量
と
も
に
及
ば
な
い
。
仏
教
と
の
出
会
い
は
、
ど
の
よ

う
な
出
来
事
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
、
反
省
せ
ら
れ
た
の
か
。
仏
教
は
、
当
時

の
ひ
と
び
と
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う

か
。
書
紀
に
お
け
る
仏
教
伝
来
説
話
は
、
そ
う
し
た
事
柄
を
め
ぐ
る
数
少
い
資

料
と
し
て
も
っ
と
積
極
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
本
稿
は
そ
う

し
た
試
み
の
一
部
で
あ
る
。

（
一
一
）

あ
ら
た
め
て
説
話
と
し
て
読
永
直
し
て
承
る
と
、
欽
明
天
皇
十
三
年
十
月
条

は
、
「
冬
十
月
に
、
百
済
の
聖
明
王
…
…
」
か
ら
「
天
皇
日
は
く
…
．
：
試
に
礼

ひ
拝
ま
し
む
く
し
、
と
の
た
ま
ふ
」
ま
で
の
前
半
部
分
で
ひ
と
ま
と
ま
り
に
な

一
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っ
て
い
る
こ
と
が
知
れ
る
。
記
述
に
添
っ
て
検
討
す
る
と
し
よ
う
。
記
述
は
次

の
よ
う
に
続
い
て
い
る
。

是
の
日
に
、
天
皇
、
聞
し
巳
り
て
、
歓
喜
び
踊
躍
り
た
ま
ひ
て
、
使
者
に

詔
し
て
云
は
く
、
「
朕
、
昔
よ
り
こ
の
か
た
、
未
だ
曽
て
是
の
如
く
微
妙

し
き
法
を
聞
く
こ
と
得
ず
。
然
れ
ど
も
朕
、
自
ら
決
む
ま
じ
」
と
の
た
ま

ふ
。
乃
ち
群
臣
に
歴
間
ひ
て
日
は
く
、
「
西
蕃
の
献
れ
る
仏
の
相
貌
端
麗

し
。
全
ら
未
だ
曽
て
有
ず
。
礼
ふ
く
き
や
い
な
や
」
と
の
た
ま
ふ
。

欽
明
天
皇
が
、
「
歓
喜
び
踊
躍
り
た
ま
」
う
た
こ
と
、
ま
た
「
微
妙
し
ぎ
法
」

と
い
い
「
仏
の
相
貌
端
麗
し
」
と
語
っ
た
こ
と
な
ど
の
措
辞
は
、
さ
ぎ
の
別
に

付
せ
ら
れ
た
文
書
の
そ
れ
と
同
様
に
、
『
金
光
明
最
勝
王
経
』
に
よ
る
も
の
で

あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
部
分
を
書
紀
編
者
に
よ
る
文

飾
と
見
倣
す
と
、
記
述
の
核
は
以
下
の
よ
う
に
解
さ
れ
よ
う
。

欽
明
天
皇
は
、
金
銅
釈
迦
像
一
体
お
よ
び
若
干
の
祭
具
、
経
典
を
献
ぜ
ら
れ

て
大
い
に
喜
ん
だ
。
だ
が
仏
を
祀
る
べ
き
か
否
か
を
ゑ
ず
か
ら
は
定
め
ず
、

「
（
仏
を
）
礼
ふ
く
き
や
い
な
や
」
と
群
臣
に
問
う
た
。
そ
の
よ
う
に
書
紀
は

語
っ
て
い
る
。

欽
明
天
皇
は
な
ぜ
「
自
ら
決
む
ま
じ
」
と
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。
優
柔
不
断
の

故
か
、
そ
れ
と
も
決
定
権
を
も
っ
て
い
な
い
か
ら
か
。
そ
の
い
ず
れ
で
も
あ
る

ま
い
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
告
げ
る
た
め
に
「
自
ら
決
む
ま
じ
」
と
い
う
言
葉

が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

金
銅
釈
迦
像
や
、
祭
具
、
経
典
を
得
た
こ
と
は
喜
ば
し
い
。
し
か
し
、
仏
と

は
な
に
か
が
明
確
に
対
象
的
な
か
た
ち
で
知
れ
な
い
か
ぎ
り
、
仏
を
祀
る
べ
き

か
否
か
を
「
自
ら
決
む
ま
じ
」
と
語
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
自

ら
決
む
ま
じ
」
と
い
う
言
葉
は
、
仏
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
た
ん
に

感
性
的
な
準
位
に
お
い
て
で
は
な
く
、
対
象
的
に
把
捉
し
よ
う
と
す
る
欽
明
天

皇
の
意
向
を
告
げ
て
い
よ
う
。
そ
れ
は
、
さ
ら
に
、
欽
明
天
皇
の
意
向
を
借
り

た
書
紀
編
者
の
意
向
を
も
問
わ
ず
語
り
に
告
げ
て
い
よ
う
。
仏
と
は
な
に
か
を

対
象
的
に
捉
え
、
語
る
こ
と
こ
そ
仏
教
伝
来
説
話
を
貫
く
隠
れ
た
主
題
だ
っ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

群
臣
の
答
え
は
二
つ
に
分
れ
た
、
と
説
話
は
語
っ
て
い
る
。
蘇
我
稲
目
は
次

の
よ
う
に
い
っ
た
。

蘇
我
大
臣
稲
目
宿
祢
奏
し
て
日
さ
く
、
「
西
蕃
の
諸
国
、
一
に
皆
礼
ふ
。

豊
秋
日
本
、
豈
独
り
背
か
む
や
」
と
ま
う
す
。

百
済
を
は
じ
め
西
方
の
諸
国
が
仏
を
祀
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
に
従
っ

て
朝
廷
で
も
祀
る
の
が
よ
い
と
い
う
の
が
稲
目
の
意
見
で
あ
る
。
単
純
素
朴
な

意
見
と
い
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。

他
方
、
物
部
尾
興
、
中
臣
鎌
子
は
、
次
の
よ
う
に
説
い
た
と
い
う
。

物
部
大
連
尾
興
、
中
臣
連
鎌
子
、
同
じ
く
奏
し
て
日
さ
く
、
「
我
が
国
家

の
天
下
に
王
と
ま
し
ま
す
は
、
恒
に
天
地
社
稜
の
百
八
十
神
を
以
て
、
春

夏
秋
冬
、
祭
神
り
た
ま
ふ
こ
と
を
事
と
す
。
方
に
今
改
め
て
蕃
神
を
拝
ゑ

た
ま
は
ぱ
、
恐
る
ら
く
は
国
神
の
怒
を
致
し
た
ま
は
む
」
と
ま
う
す
。

こ
こ
で
は
、
仏
は
「
蕃
神
」
（
あ
た
し
く
に
の
か
み
）
と
よ
ば
れ
て
い
る
。

敏
達
天
皇
十
四
年
二
月
条
の
説
話
で
は
、
「
仏
神
」
つ
ま
り
仏
と
い
う
名
の
神

（
７
）
（
８
）

と
も
よ
ば
れ
て
い
る
。
ま
た
用
明
天
皇
二
年
四
月
条
に
は
「
他
神
」
と
あ
り
、

（
ハ
ソ
）

『
元
興
寺
縁
起
』
に
は
「
他
国
の
神
」
と
あ
る
。

端
厳
で
不
気
味
な
金
銅
釈
迦
像
と
、
見
馴
れ
ぬ
色
鮮
や
か
な
祭
具
と
、
な
に

や
ら
難
し
げ
な
こ
と
が
記
し
て
あ
る
ら
し
い
経
典
と
が
ひ
と
ぴ
と
の
前
に
あ

る
。
仏
を
祀
る
べ
き
僧
尼
は
一
人
も
お
ら
ず
、
ど
の
よ
う
に
祀
る
べ
き
か
も
わ

一
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か
ら
な
い
。
い
ま
ま
で
に
見
た
こ
と
も
な
い
、
扱
い
か
た
も
知
れ
な
い
物
が
、

い
わ
ば
裸
か
の
ま
ま
に
あ
る
だ
け
で
あ
る
。

尾
興
や
鎌
子
が
直
面
し
て
い
る
の
は
そ
う
し
た
状
況
で
あ
る
。
彼
ら
に
は
、

そ
れ
ら
の
物
が
語
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
仏
な
る
存
在
が
神
で
あ
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
っ
た
。
測
り
知
れ
な
い
、
不
可
思
議
な
は
た
ら
き
を
秘
め
た
、
不
気
味

な
存
在
と
映
っ
た
の
で
あ
る
。

事
態
は
賛
成
派
の
稲
目
に
と
っ
て
も
同
じ
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
の
は
た
ら
き

が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
は
わ
か
ら
な
い
も
の
の
、
仏
は
、
神
つ
ま
り
他

国
か
ら
新
た
に
や
っ
て
き
た
神
と
直
感
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

尾
興
や
鎌
子
は
、
「
恒
に
天
地
社
櫻
の
百
八
十
神
を
以
て
、
春
夏
秋
冬
、
祭

拝
り
た
ま
ふ
こ
と
」
つ
ま
り
年
間
を
通
じ
て
つ
ね
に
八
百
万
の
神
の
祭
祀
を
行

う
こ
と
が
朝
廷
に
お
け
る
体
制
で
あ
る
、
と
い
う
。
そ
し
て
、
「
改
め
て
蕃
神

を
拝
み
た
ま
」
う
、
つ
ま
り
そ
う
し
た
体
制
に
代
る
も
の
と
し
て
仏
の
祭
祀
を

行
な
う
必
要
は
な
い
、
と
主
張
す
る
。
も
し
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
行
な
わ
れ
れ

ば
、
八
百
万
の
神
の
怒
り
を
招
く
こ
と
に
な
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

津
田
は
、
尾
興
ら
の
意
見
に
ふ
れ
て
、
「
仏
教
の
教
義
は
い
う
ま
で
も
な

く
、
そ
の
儀
礼
さ
え
も
知
ら
れ
ず
、
た
だ
崇
拝
の
対
象
と
し
て
、
神
と
し
て
、

の
仏
教
が
も
た
ら
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
時
に
於
い
て
、
直
ち
に
そ
れ
が
こ
の
民

（
叩
）

族
的
信
仰
に
矛
盾
す
る
も
の
と
し
て
、
感
じ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
か
」
と
説
く
。

そ
し
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

見
馴
れ
な
い
仏
像
は
奇
異
の
思
い
を
ひ
と
び
と
に
さ
せ
た
に
は
違
い
な
い

が
、
同
時
に
神
秘
の
感
を
も
喚
起
さ
せ
た
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
に
対
す
る

崇
拝
が
一
種
の
新
し
い
神
を
従
来
崇
拝
せ
ら
れ
て
い
た
神
々
に
加
え
る
ま

で
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
仏
像
に
対
し
て
強
い
反
抗
の
情
が
生
じ

た
か
ど
う
か
、
問
題
で
は
あ
る
ま
い
か
。
も
し
こ
う
い
う
反
対
意
見
が
生

じ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
仏
教
が
或
る
程
度
に
行
わ
れ
た
後
の
こ
と
・
…
：

（
皿
）

で
は
あ
る
ま
い
か
。

八
百
万
の
神
は
、
一
面
に
お
い
て
、
そ
れ
自
体
捉
え
尽
し
え
な
い
世
界
た
る

八
外
部
Ｖ
に
対
し
て
開
い
た
存
在
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
ど
こ
か
で
八
外
部
Ｖ
の

新
た
な
神
を
受
け
容
れ
る
契
機
を
も
っ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
仏
と
い
う
新
た

に
他
国
か
ら
や
っ
て
き
た
神
に
対
し
て
、
そ
れ
が
神
と
捉
え
ら
れ
る
以
上
、
尾

興
ら
の
よ
う
な
強
い
反
抗
の
情
が
直
ち
に
生
じ
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
津
田
の
論

議
も
十
分
成
り
立
ち
え
よ
う
。

し
か
し
、
仏
が
新
た
な
神
と
捉
え
ら
れ
た
に
せ
よ
、
金
銅
釈
迦
像
な
ど
の
端

厳
さ
、
き
ら
び
や
か
さ
は
、
仏
が
ど
こ
か
で
八
百
万
の
神
か
ら
大
き
く
逸
脱
し

た
存
在
で
あ
る
こ
と
を
直
感
さ
せ
も
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
い
い
か
え
れ

ば
、
八
百
万
の
神
に
お
い
て
現
前
せ
ら
れ
る
八
外
部
Ｖ
か
ら
は
承
出
る
よ
う
な

八
外
部
Ｖ
の
予
感
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
そ
れ
は
、
必
ず
し
も
僧
尼

や
儀
礼
が
整
い
、
教
義
が
明
ら
か
に
な
る
の
を
俟
つ
ま
で
も
な
か
っ
た
で
あ
る

戸
『
ノ
Ｏ

だ
が
、
そ
も
そ
も
尾
興
ら
の
意
見
は
、
仏
に
対
す
る
強
い
反
抗
の
情
を
表
明

し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
説
話
は
そ
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ

う
で
は
な
く
、
朝
廷
の
体
制
と
し
て
は
、
仏
の
祭
祀
を
以
て
八
百
万
の
神
の
祭

祀
に
代
え
る
べ
き
で
は
な
い
と
主
張
し
た
。
そ
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
だ
け

で
は
な
か
ろ
う
か
。
仏
に
対
す
る
強
い
反
抗
の
情
と
い
っ
た
こ
と
は
、
こ
こ
で

は
、
あ
っ
た
と
も
、
な
か
っ
た
と
も
、
い
ず
れ
も
語
ら
れ
て
い
な
い
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

欽
明
天
皇
が
群
臣
に
対
し
、
「
（
仏
を
）
礼
ふ
く
き
や
い
な
や
」
と
尋
ね
た

一
一
ハ



の
は
、
し
ば
し
ば
誤
解
さ
れ
る
よ
う
な
一
般
論
と
し
て
の
、
仏
を
信
ず
べ
き
か

否
か
、
あ
る
い
は
仏
を
ど
う
思
う
か
と
い
う
漫
然
た
る
問
い
で
は
な
い
。
朝
廷

に
お
け
る
体
制
と
し
て
、
仏
の
祭
礼
と
い
う
儀
礼
を
行
な
う
べ
き
か
否
か
を
間

う
て
い
る
の
で
あ
る
。

稲
目
と
尾
興
ら
と
の
違
い
は
、
そ
れ
故
、
よ
り
深
い
と
こ
ろ
で
は
朝
廷
の
体

制
を
ど
う
捉
え
る
か
を
め
ぐ
っ
て
の
対
立
に
他
な
ら
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

こ
の
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
稲
目
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
無
頓
着
か
つ
楽
天
的
で
あ

り
、
尾
興
ら
は
自
覚
的
か
つ
厳
格
で
あ
っ
た
、
と
説
話
は
伝
え
て
い
る
。
そ
れ

は
、
な
に
よ
り
も
両
者
の
答
え
の
在
り
よ
う
に
よ
く
表
現
せ
ら
れ
て
い
よ
う
。

両
者
の
答
え
を
受
け
て
欽
明
天
皇
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

天
皇
日
は
く
、
「
情
願
ふ
人
稲
目
宿
祢
に
付
け
て
試
に
礼
ひ
拝
ま
し
む
く

し
」
と
の
た
ま
ふ
。

こ
の
言
葉
で
欽
明
天
皇
十
三
年
十
月
条
の
説
話
の
前
半
部
分
が
終
る
。
欽
明

天
皇
は
ど
ち
ら
の
意
見
に
従
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
八
百
万
の
神
の
祭
祀
に
代
る

も
の
と
し
て
の
仏
の
祭
祀
を
行
な
う
と
い
う
可
能
性
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
そ
う
は
し
な
か
っ
た
、
と
説
話
は
語
っ
て
い
る
。
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
尾
興
ら
の
意
見
に
従
っ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
は
な
か
ろ

う
か
。だ

が
欽
明
天
皇
は
、
朝
廷
の
儀
礼
と
し
て
の
仏
の
祭
祀
の
可
能
性
そ
の
も
の

を
退
け
て
は
い
な
い
。
聖
明
王
に
遣
ら
れ
た
金
銅
釈
迦
像
な
ど
を
稲
目
に
与
え

た
の
は
、
「
試
に
礼
ひ
拝
ま
し
む
」
た
め
で
あ
る
。
八
百
万
の
神
の
祭
祀
に
代

る
か
た
ち
で
な
い
と
す
れ
ば
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
仏
の
祭
祀
が
朝
廷
の
儀
礼

た
り
う
る
か
の
瀬
踏
承
の
た
め
で
あ
る
。

金
銅
釈
迦
像
な
ど
が
天
皇
に
献
ぜ
ら
れ
た
と
は
、
朝
廷
に
お
け
る
体
制
と
し

て
、
仏
の
祭
祀
と
い
う
儀
礼
を
行
う
べ
き
か
否
か
と
い
う
か
な
り
深
刻
な
問
い

に
他
な
ら
な
か
っ
た
、
と
説
話
は
語
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
、
八
百
万
の
神
の
祭

祀
に
と
っ
て
代
る
と
い
う
か
た
ち
で
は
否
と
せ
ら
れ
た
。
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
史

的
事
実
と
し
て
確
定
し
た
の
が
何
時
の
こ
と
か
は
こ
こ
で
は
問
わ
な
い
。
け
れ

ど
も
、
欽
明
天
皇
の
時
代
と
い
っ
た
こ
と
は
到
底
あ
り
え
ず
、
む
し
ろ
書
紀
編

纂
の
頃
に
な
っ
て
は
じ
め
て
定
着
し
た
と
い
う
の
が
実
状
で
あ
っ
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
と
も
あ
れ
、
尾
興
ら
の
意
見
が
特
記
せ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の

こ
と
を
語
ら
ん
が
た
め
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
、
「
（
仏
を
）
礼
ふ
く
ぎ
や
い
な
や
」
と
い
う
問
い
に
対
す
る
い
わ

ば
基
本
的
姿
勢
の
確
立
で
あ
っ
た
。
欽
明
天
皇
十
三
年
十
月
条
の
説
話
の
前
半

部
分
は
、
そ
れ
を
語
る
と
こ
ろ
に
主
眼
が
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
い
い
で
あ
ろ

う
。
だ
が
、
ど
れ
ほ
ど
重
い
意
味
を
も
と
う
と
そ
れ
は
あ
く
ま
で
基
本
的
姿
勢

で
し
か
な
い
。
仏
の
祭
祀
は
一
体
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
朝
廷
の
儀
礼
た
る
べ

き
か
、
と
い
う
問
い
は
依
然
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
の
「
（
仏

を
）
礼
ふ
く
き
や
い
な
や
」
と
い
う
問
い
を
提
出
す
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
説
話

の
も
う
ひ
と
つ
の
主
眼
が
あ
る
と
い
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
問

い
こ
そ
は
以
下
に
続
く
仏
教
伝
来
説
話
を
貫
い
て
流
れ
て
い
く
問
い
で
も
あ

う
（
》
○

（
一
二
）

欽
明
天
皇
十
三
年
十
月
条
の
説
話
の
後
半
部
分
は
、
欽
明
天
皇
の
命
に
よ
り

稲
目
が
与
え
ら
れ
た
金
銅
釈
迦
像
を
祀
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
次
の
通
り
で

あ
る
。

大
臣
、
鮠
き
て
受
け
た
ま
は
り
て
析
悦
ぶ
。
小
墾
田
の
家
に
安
置
せ
ま
つ

一

七



る
。
勲
に
、
世
を
出
る
業
を
修
め
て
因
と
す
。
向
原
の
家
を
浄
め
捨
ひ
て

寺
と
す
。

稲
目
は
、
金
銅
釈
迦
像
を
己
が
飛
鳥
の
邸
宅
に
安
置
し
、
「
世
を
出
る
業
を

修
め
」
、
豊
浦
に
あ
る
「
家
を
浄
め
捨
ひ
て
寺
と
」
し
た
、
と
説
話
は
い
う
。

一
読
し
た
と
こ
ろ
、
稲
目
は
、
金
銅
釈
迦
像
を
祀
る
べ
く
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を

な
し
て
い
る
か
に
見
え
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
後
半
部
分
と
の
類
似
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
敏
達
天
皇
十
三
（
五
八
四
）
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
の

蘇
我
馬
子
の
事
蹟
と
対
比
し
て
承
る
と
、
著
し
く
抽
象
的
な
記
述
に
な
っ
て
い

る
こ
と
が
知
れ
る
。
馬
子
は
稲
目
の
子
で
あ
り
、
敏
達
天
皇
十
三
、
十
四
年
条

の
説
話
は
、
こ
れ
よ
り
お
よ
そ
三
十
二
年
ほ
ど
後
の
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
は

次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

馬
子
は
、
百
済
か
ら
き
た
鹿
深
某
よ
り
弥
勒
菩
薩
の
石
像
を
、
ま
た
佐
伯
某

か
ら
も
仏
像
を
得
た
。
馬
子
は
、
鞍
作
司
馬
達
等
、
池
辺
氷
田
を
諸
国
に
遣
し

て
、
仏
を
祀
り
う
る
ひ
と
を
探
し
求
め
た
。
播
磨
で
よ
う
や
く
高
麗
の
恵
便
を

見
出
し
た
が
、
恵
便
は
す
で
に
還
俗
の
身
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
馬
子
は
十
一
才

に
な
る
司
馬
達
等
の
娘
嶋
を
出
家
せ
し
め
た
。
善
信
尼
で
あ
る
。
同
時
に
禅
蔵

尼
、
恵
善
尼
を
そ
の
弟
子
た
ら
し
め
た
。
こ
こ
に
は
じ
め
て
わ
が
国
に
仏
を
祀

り
う
る
存
在
が
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。

馬
子
は
、
善
信
尼
ら
を
崇
敬
し
て
衣
食
を
供
し
、
己
が
邸
宅
の
東
方
に
仏
殿

を
造
営
し
て
、
弥
勒
石
像
を
安
置
し
た
。
そ
し
て
善
信
尼
ら
を
招
き
、
仏
を
祀

る
べ
く
法
会
を
行
な
っ
た
。
法
会
に
際
し
、
司
馬
達
等
は
斎
食
の
椀
の
中
に
仏

舎
利
を
得
た
。
仏
舎
利
は
、
鉄
よ
り
も
堅
く
、
「
心
の
所
願
の
随
に
、
水
に
浮

び
沈
」
ん
だ
。
馬
子
は
ま
た
石
川
の
邸
宅
に
も
仏
殿
を
造
っ
た
。

「
仏
法
の
初
、
弦
よ
り
作
れ
り
」
と
説
話
は
い
う
。
こ
の
言
葉
か
ら
も
明
ら

か
な
よ
う
に
、
敏
達
天
皇
十
三
、
十
四
年
条
の
馬
子
に
関
わ
る
説
話
こ
そ
が
わ

が
国
に
お
け
る
仏
教
の
起
源
を
語
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
っ
て
い
い
で
あ
る

妾
呵
ン
Ｏ

稲
目
が
金
銅
釈
迦
像
を
飛
鳥
の
邸
宅
に
安
置
し
、
豊
浦
の
邸
宅
を
寺
と
し

た
、
と
い
う
記
述
は
、
馬
子
が
邸
宅
の
東
方
に
仏
殿
を
造
営
し
て
弥
勒
石
像
を

安
置
し
、
石
川
の
邸
宅
に
「
仏
殿
を
修
治
」
し
た
と
い
う
記
述
に
対
応
し
て
い

る
。
さ
ら
に
、
「
世
を
出
る
業
を
修
め
」
た
と
い
う
記
述
は
、
馬
子
が
善
信
尼

ら
を
崇
敬
し
、
法
会
を
行
な
っ
た
と
い
う
記
述
を
抽
象
化
し
た
も
の
と
見
倣
し

え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

と
す
れ
ば
、
稲
目
の
事
蹟
は
、
そ
の
ま
ま
馬
子
の
事
蹟
と
重
な
ろ
う
。
簡
略

化
さ
れ
、
抽
象
化
さ
れ
た
か
た
ち
で
語
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
骨
格
に
お

い
て
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
こ
と
が
見
て
と
れ
よ
う
。
以
下
に
お
い
て
順
を

追
っ
て
逐
一
検
討
す
る
が
、
こ
の
こ
と
は
た
ん
に
稲
目
の
事
蹟
の
み
な
ら
ず
、

欽
明
天
皇
十
三
年
十
月
条
の
説
話
の
後
半
部
分
の
す
べ
て
に
つ
い
て
当
て
は
ま

（
咽
）

る
。
「
同
一
説
話
の
反
覆
」
と
注
せ
ら
れ
る
所
以
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
仏
教
初

伝
説
話
の
後
半
部
分
は
、
そ
の
ま
ま
敏
達
天
皇
十
三
、
十
四
年
条
の
仏
教
起
源

説
話
に
重
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
二
つ
の
説
話
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
解
さ

る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

稲
目
と
馬
子
の
事
蹟
に
関
わ
る
記
述
ひ
と
つ
を
と
っ
て
も
明
ら
か
な
よ
う

に
、
前
者
の
記
述
が
抽
象
的
で
短
簡
な
も
の
に
と
ど
ま
る
の
に
対
し
、
後
者
の

記
述
は
大
体
に
お
い
て
、
よ
り
具
体
的
で
、
細
部
に
渉
っ
て
詳
し
く
、
長
大
で

あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
の
細
部
の
事
柄
は
、
用
明
・
崇
峻
・
推
古
天
皇
の
各

条
に
お
け
る
仏
教
伝
来
説
話
と
緊
密
な
関
わ
り
を
も
つ
も
の
と
し
て
語
ら
れ
、

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
推
し
て
、
前
者
の
説
話
に
枝
葉
が
つ

一
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け
ら
れ
展
開
せ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
後
者
の
説
話
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ

う
。
ま
た
第
三
の
説
話
か
ら
両
者
が
そ
れ
ぞ
れ
に
派
生
し
た
の
で
も
な
い
で
あ

ろ
う
。
そ
う
で
は
な
く
後
者
の
説
話
が
基
底
に
あ
っ
て
、
前
者
の
説
話
は
そ
れ

を
借
り
て
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

い
い
か
え
れ
ば
、
欽
明
天
皇
十
三
年
十
月
条
の
説
話
の
後
半
部
分
は
、
敏
達

天
皇
十
三
、
十
四
年
条
の
仏
教
起
源
説
話
の
、
第
二
次
説
話
に
他
な
ら
な
い
。

稲
目
が
仏
を
祀
っ
た
と
い
う
事
蹟
は
、
説
話
の
準
位
に
お
い
て
も
、
よ
り
影
の

薄
い
も
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
さ
き
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
細
部
は
と
も
あ

れ
、
そ
の
骨
格
に
お
い
て
は
、
両
者
に
変
り
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ
故
、
欽
明

天
皇
十
三
年
十
月
条
の
後
半
部
分
の
説
話
の
検
討
は
そ
の
ま
ま
仏
教
起
源
説
話

を
検
討
す
る
こ
と
を
も
兼
ね
う
る
と
い
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。

説
話
は
次
の
よ
う
に
続
い
て
い
る
。

後
に
、
国
に
疫
気
行
り
て
、
民
あ
か
ら
さ
ま
に
死
ぬ
る
こ
と
を
致
す
。
久

に
し
て
い
よ
い
よ
多
し
。
治
め
療
す
こ
と
能
は
ず
。

稲
目
が
仏
を
祀
っ
た
と
こ
ろ
、
疫
病
が
流
行
し
、
多
く
の
ひ
と
び
と
が
疫
病

で
死
ん
だ
。
疫
病
の
流
行
は
長
く
続
き
、
施
す
術
も
な
か
っ
た
、
と
説
話
は
い

う
。
仏
教
起
源
説
話
で
は
、
敏
達
天
皇
十
四
年
二
月
条
に
お
い
て
次
の
よ
う
に

伝
え
ら
れ
て
い
る
。

十
四
年
の
春
二
月
の
戊
子
の
朔
壬
寅
に
、
蘇
我
大
臣
馬
子
宿
祢
、
塔
を
大

野
丘
の
北
に
起
て
て
、
大
会
の
設
斎
す
。
辛
亥
に
、
蘇
我
大
臣
患
疾
す
。

・
・
・
…
是
の
時
に
、
国
に
疫
病
行
り
て
、
民
死
ぬ
る
者
お
ほ
し
。

馬
子
が
仏
を
祀
る
べ
き
存
在
と
し
て
善
信
尼
ら
を
出
家
さ
せ
、
善
信
尼
ら
を

し
て
わ
が
国
で
は
じ
め
て
仏
を
祀
る
法
会
を
行
わ
し
め
て
ま
も
な
く
、
馬
子
は

病
い
に
か
か
り
、
疫
病
が
流
行
り
、
多
く
の
ひ
と
び
と
が
死
ん
だ
と
語
ら
れ
て

い
る
。
両
者
の
記
述
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
と
見
倣
せ
よ
う
。

「
後
に
、
．
：
…
」
と
い
う
措
辞
は
や
や
坐
り
が
悪
く
、
意
味
が
と
り
に
く
い

と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
仏
教
起
源
説
話
と
重
ね
合
わ
せ
る
と
、
稲
目
が
金
銅
釈
迦

像
を
祀
っ
て
ま
も
な
く
、
の
意
で
あ
る
こ
と
が
知
れ
る
。
馬
子
は
法
会
の
九
日

後
に
病
ん
だ
。
疫
病
が
流
行
り
、
多
く
の
ひ
と
び
と
が
死
ん
だ
の
は
、
同
じ
月

の
こ
と
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
た
ま
た
ま
そ
の
と
き
疫
病
が
流
行
っ
た
の

で
は
な
い
。
仏
を
祀
っ
た
た
め
に
、
疫
病
が
流
行
り
、
多
く
の
ひ
と
び
と
が
死

ん
だ
、
と
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
一
体
何
を
意
味
し
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
説
話
の
語
り
手
は
、
ど
の
よ
う
な
あ
り
よ
う
で
あ
る
か
は
と
も
か
く
、

仏
を
祀
る
こ
と
に
与
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
え
な
い
。
そ
の
よ
う
な
語
り
手
が

疫
病
の
流
行
を
語
る
の
は
、
ゑ
ず
か
ら
仏
を
祀
る
こ
と
を
既
し
め
、
誹
誌
す
る

こ
と
に
な
り
は
し
ま
い
か
。
た
と
え
ば
仏
を
祀
る
こ
と
に
対
す
る
い
わ
れ
の
な

い
弾
圧
を
語
る
こ
と
が
主
眼
で
あ
っ
て
、
そ
の
前
提
と
し
て
の
疫
病
の
流
行
を

語
る
の
だ
と
解
す
る
と
し
て
も
、
も
っ
と
違
う
語
り
ょ
う
が
い
く
ら
も
あ
り
は

し
な
い
だ
ろ
う
か
。
仏
を
祀
っ
た
た
め
に
疫
病
が
流
行
っ
た
と
い
う
の
は
、
語

り
手
の
稚
拙
さ
な
の
だ
ろ
う
か
。

疫
病
の
流
行
へ
の
言
及
は
、
書
紀
の
崇
神
天
皇
条
に
お
け
る
大
物
主
神
の
出

現
を
め
ぐ
る
説
話
を
連
想
さ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
お
お
よ
そ
次
の

よ
う
に
語
ら
れ
て
い
た
。

崇
神
天
皇
五
年
、
「
国
内
に
疫
病
多
く
し
て
」
死
者
は
ひ
と
び
と
の
半
数
に

も
達
し
た
。
翌
年
に
は
「
百
姓
流
離
へ
ぬ
。
或
い
は
背
叛
く
も
の
有
り
」
と
い

う
事
態
に
陥
っ
た
。
卜
占
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
大
物
主
神
の
崇
り
で
あ
る
こ
と

が
知
れ
た
。
大
物
主
神
の
「
教
の
随
に
祭
祀
」
が
行
な
わ
れ
た
が
、
「
猶
事
に

一
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於
て
験
無
」
い
状
況
が
続
い
た
。
崇
神
天
皇
自
身
が
神
床
に
臥
し
て
夢
告
を

得
へ
大
物
主
神
の
子
大
田
田
根
子
を
祀
り
の
主
と
し
て
大
物
主
神
を
祀
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
「
疫
病
始
め
て
息
み
逗
国
内
漸
く
に
謡
り
ぬ
」
・
五
穀
豊
穣
、

（
肥
）

天
下
安
穏
の
世
と
な
っ
た
。

大
物
主
神
と
仏
と
い
っ
た
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
を
括
孤
に
入
れ
る
な

ら
ば
、
崇
神
天
皇
条
の
説
話
が
欽
明
天
皇
十
三
年
十
月
条
の
後
半
部
分
の
説
話

と
、
構
成
要
素
お
よ
び
筋
の
運
び
に
お
い
て
、
か
な
り
似
通
っ
て
い
る
こ
と
は

一
目
瞭
然
と
い
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
崇
神
天
皇
条
の
説
話
と
重
ね
る

こ
と
で
仮
り
に
補
助
線
を
引
い
て
み
よ
う
。
崇
神
天
皇
条
の
説
話
で
は
、
疫
病

の
流
行
は
大
物
主
神
と
い
う
見
知
ら
ぬ
、
新
し
い
威
力
あ
る
神
の
崇
り
を
告
げ

て
い
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
こ
で
の
疫
病
の
流
行
は
、
仏
の
巣
り
を

告
げ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

い
い
か
え
れ
ば
、
こ
こ
で
は
、
仏
が
大
物
主
神
に
も
比
せ
ら
る
べ
き
、
あ
る

い
は
そ
れ
よ
り
も
さ
ら
に
大
き
な
威
力
を
も
つ
存
在
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
八
外
部
Ｖ
か
ら
新
た
に
や
っ
て
き
た
蕃
神
と
し

て
、
そ
の
大
き
な
威
力
を
告
げ
る
べ
く
、
崇
り
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
疫
病
の
流
行
は
、
ぜ
ひ
と
も
語
ら
れ
ね
ば
な

ら
な
い
事
柄
で
あ
っ
て
、
仏
に
対
す
る
誹
誇
で
も
、
語
り
手
の
不
注
意
で
も
な

い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

だ
が
崇
り
は
、
な
ぜ
他
の
と
ぎ
で
は
な
く
、
仏
を
祀
っ
た
と
き
に
生
じ
た
の

だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
仏
教
起
源
説
話
で
い
え
ば
、
仏
を
祀
っ
た
馬
子
が
病
い
に

か
か
っ
た
の
は
な
ぜ
か
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
の
点
を
め
ぐ
っ
て
、
仏

教
起
源
説
話
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

卜
者
に
問
ふ
。
卜
者
対
へ
て
言
は
く
、
「
父
の
時
に
祭
り
し
仏
神
の
心
に

崇
れ
り
」
と
い
ふ
。
大
臣
、
即
ち
子
弟
を
遣
し
て
、
其
の
占
状
を
奏
す
。

詔
し
て
日
は
く
、
「
卜
者
の
言
に
依
り
て
、
父
の
神
を
祭
ひ
祠
れ
」
と
の

た
ま
ふ
。

な
ぜ
病
い
に
か
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
馬
子
の
問
い
に
、
卜
占
者
は
、
「
父

の
時
に
祭
り
し
仏
神
の
心
に
崇
れ
り
」
、
つ
ま
り
父
の
稲
目
の
祀
っ
た
仏
が
崇

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
、
と
答
え
た
。
崇
り
と
は
、
崇
神
天
皇
条
の
説
話
か
ら

も
窺
え
る
よ
う
に
、
神
が
顕
現
し
、
そ
の
威
力
が
は
た
ら
い
て
い
る
の
に
、
ひ

と
び
と
が
そ
れ
を
十
分
に
受
け
と
め
え
ず
、
整
序
し
え
ず
に
い
る
事
態
を
さ
し

て
い
る
。
仏
の
崇
り
は
、
そ
れ
故
、
仏
の
祀
り
が
い
ま
だ
十
分
で
な
い
こ
と
を

告
げ
て
い
る
。

馬
子
は
、
善
信
尼
ら
を
出
家
さ
せ
、
善
信
尼
ら
を
し
て
法
会
を
行
わ
し
め

た
。
だ
が
そ
の
祀
り
は
い
ま
だ
十
全
で
は
な
か
っ
た
。
仏
の
崇
り
は
そ
の
こ
と

を
告
げ
て
い
る
。
だ
か
ら
そ
の
こ
と
を
聞
い
た
敏
達
天
皇
は
、
「
卜
者
の
言
に

依
り
て
、
父
の
神
を
祭
ひ
祠
れ
」
と
命
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
な
る
祀

り
、
よ
り
十
全
な
る
祀
り
を
要
求
し
て
仏
の
崇
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

父
の
稲
目
の
祀
っ
た
仏
が
崇
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
稲
目
の
仏
の
祀
り
が

そ
も
そ
も
十
全
で
な
か
っ
た
こ
と
を
も
語
っ
て
い
る
。
欽
明
天
皇
十
三
年
十
月

条
の
説
話
で
は
、
そ
の
こ
と
が
明
示
的
に
語
ら
れ
て
い
な
い
が
、
稲
目
の
仏
の

祀
り
が
い
ま
だ
十
全
で
な
か
っ
た
故
に
疫
病
が
流
行
し
た
と
解
さ
れ
よ
う
。
大

き
な
威
力
を
も
つ
仏
は
、
そ
れ
に
応
じ
う
る
だ
け
の
十
全
な
祀
り
を
要
求
す
る

の
で
あ
る
。
崇
神
天
皇
条
の
説
話
で
い
え
ば
、
大
物
主
神
の
「
教
の
随
に
祭

祀
」
が
行
わ
れ
た
が
、
「
猶
事
に
於
て
験
無
」
い
状
況
が
続
い
た
、
と
語
ら
れ

て
い
る
個
所
に
対
応
し
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。

仏
教
起
源
説
話
に
お
い
て
、
仏
が
「
父
の
時
に
祭
り
し
仏
神
」
あ
る
い
は
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「
父
の
神
」
と
よ
ば
れ
て
い
る
の
は
、
馬
子
に
と
っ
て
仏
像
と
し
て
の
仏
の
存

在
は
も
は
や
新
奇
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
告
げ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
馬
子
に
お
い
て
「
仏
法
の
初
、
弦
よ
り
起
れ
り
」
と
語
ら
れ
て
い
る
の

は
、
仏
を
祀
る
こ
と
に
つ
い
て
は
い
ま
だ
ほ
と
ん
ど
何
も
知
ら
れ
て
い
な
か
っ

た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。
い
い
か
え
れ
ば
、
馬
子
に
と
っ
て
こ
そ
、
父
の

稲
目
の
代
に
お
け
る
、
つ
ま
り
欽
明
天
皇
十
三
年
十
月
条
に
お
け
る
金
銅
釈
迦

像
と
し
て
の
仏
の
伝
来
を
語
る
説
話
が
必
要
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
仏

教
初
伝
説
話
は
、
い
わ
ば
仏
教
起
源
説
話
に
加
上
さ
る
べ
く
生
ま
れ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
馬
子
に
よ
る
仏
の
祀
り
は
い
ま
だ
不
十
全
な
も
の
で
あ
っ

た
、
と
説
話
は
い
う
。
十
全
な
祀
り
た
る
た
め
に
は
、
仏
の
化
身
た
る
「
大
き

な
る
ひ
じ
り
」
と
し
て
の
聖
徳
太
子
の
登
場
を
俟
た
れ
ば
な
ら
な
い
。
聖
徳
太

子
の
事
蹟
に
お
い
て
は
じ
め
て
、
八
百
万
の
神
の
祀
り
と
は
形
式
の
承
な
ら
ず

実
質
に
お
い
て
も
異
な
る
も
の
と
し
て
の
仏
の
祀
り
が
、
つ
ま
り
仏
の
仏
た
る

所
以
が
顕
わ
に
な
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、
た
と
え
不
十
全
に
も
せ
よ
、
他
な
ら
ぬ
仏
を
祀
っ
た
と
き
に
崇
り
に

遭
遇
し
た
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
。
祀
り
は
一
面
に
お
い
て
仏
を
受
け
容
れ
る
こ

と
を
意
味
す
る
。
仏
を
全
く
受
け
い
れ
な
い
と
こ
ろ
で
は
仏
の
崇
り
は
顕
現
し

な
い
。
疫
病
の
流
行
は
な
ん
と
し
て
も
厭
わ
し
い
。
だ
が
そ
れ
が
仏
の
崇
り
と

し
て
捉
え
ら
れ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
疫
病
の
流
行
と
い
う
厭
わ
し
い
事
象
は

た
ん
に
抗
し
難
い
も
の
で
は
な
く
な
る
。
反
転
し
て
、
ひ
と
び
と
が
い
ま
だ
か

っ
て
味
わ
っ
た
こ
と
の
な
い
よ
う
な
五
穀
豊
穣
や
天
下
安
穏
と
い
っ
た
も
の
を

も
た
ら
す
両
義
的
な
事
態
へ
と
転
換
せ
し
め
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
崇
神
天

皇
条
の
説
話
か
ら
も
察
せ
ら
れ
よ
う
。
仏
の
崇
り
は
、
い
わ
ば
仏
の
も
た
ら
す

（
四
）

欽
明
天
皇
十
三
年
十
月
条
の
説
話
は
次
の
よ
う
に
続
い
て
い
る
。

物
部
大
連
尾
興
・
中
臣
連
鎌
子
、
同
じ
く
奏
し
て
日
さ
く
、
「
昔
日
臣
が

計
を
も
ち
ゐ
た
ま
は
ず
し
て
、
こ
の
病
死
を
致
す
。
今
遠
か
ら
ず
し
て
復

ら
ぱ
、
必
ず
当
に
慶
有
る
べ
し
。
早
く
投
げ
棄
て
て
、
勲
に
後
の
福
を
求

め
た
ま
へ
」
と
ま
う
す
。

疫
病
の
流
行
を
仏
の
祀
り
の
故
と
す
る
認
識
に
お
い
て
、
物
部
尾
興
や
中
臣

鎌
子
は
馬
子
と
一
致
し
て
い
る
。
そ
れ
は
双
方
に
共
通
な
認
識
で
あ
っ
た
。
だ

が
尾
興
ら
は
、
だ
か
ら
こ
そ
仏
の
祀
り
を
や
め
て
、
在
来
の
八
百
万
の
神
の
祀

り
に
よ
っ
て
仏
を
も
遇
せ
よ
、
と
い
う
。
稲
目
が
金
銅
釈
迦
仏
を
飛
鳥
の
邸
宅

に
安
置
し
、
豊
浦
の
邸
宅
を
寺
と
す
る
と
い
っ
た
こ
と
は
、
朝
廷
の
祭
祀
の
体

制
と
関
わ
り
の
な
い
、
私
的
な
事
柄
に
と
ど
ま
り
え
な
い
。
疫
病
が
流
行
し
、

多
く
の
ひ
と
び
と
が
死
ぬ
こ
と
に
お
い
て
、
そ
れ
は
端
的
に
現
わ
れ
て
い
る
。

一
刻
も
早
く
仏
を
祀
る
こ
と
を
と
ど
め
よ
、
と
尾
興
ら
は
欽
明
天
皇
に
説
い

た
。

敏
達
天
皇
十
四
年
条
の
仏
教
起
源
説
話
も
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

次
の
通
り
で
あ
る
。

三
月
の
丁
巳
の
朔
、
物
部
弓
削
守
屋
大
連
と
、
中
臣
勝
海
大
夫
と
、
奏
し

て
日
さ
く
、
「
何
故
に
か
臣
が
言
を
用
ゐ
肯
へ
た
ま
は
ざ
る
。
考
天
皇
よ

り
、
陛
下
に
及
る
ま
で
に
、
疫
病
流
く
行
り
て
、
国
の
民
絶
ゆ
く
し
。
豈

専
蘇
我
臣
が
仏
法
を
興
し
行
ふ
に
由
れ
る
に
非
ず
や
」
と
ま
う
す
。

至
福
の
予
兆
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
仏
の
崇
り
は
、
た
と
え
無
意
識
に
も
せ

よ
、
仏
を
受
け
容
れ
ん
と
す
る
ひ
と
に
の
ゑ
顕
現
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

一
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馬
子
が
稲
目
の
子
に
あ
た
る
の
と
同
様
、
守
屋
や
勝
海
は
、
そ
れ
ぞ
れ
尾

興
、
鎌
子
の
子
に
あ
た
る
。
守
屋
ら
は
、
馬
子
が
善
信
尼
ら
を
出
家
さ
せ
、
善

信
尼
ら
に
よ
る
法
会
を
行
な
っ
た
が
故
に
、
つ
ま
り
「
仏
法
を
興
し
行
」
な
っ

た
が
故
に
、
疫
病
の
流
行
が
生
じ
た
、
と
説
く
。
そ
し
て
、
仏
を
祀
る
こ
と
を

即
刻
止
め
る
よ
う
に
と
い
う
。
尾
興
ら
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
説
き
よ
う
で
あ
る
と

い
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。

の
承
な
ら
ず
注
意
し
て
読
む
と
、
「
何
故
に
か
臣
が
言
を
用
ゐ
肯
へ
た
ま
は

ざ
る
」
と
記
さ
れ
て
は
い
る
が
、
守
屋
や
勝
海
の
意
見
は
何
ら
記
さ
れ
て
お
ら

ず
、
ど
う
や
ら
尾
興
や
鎌
子
の
意
見
を
以
て
そ
れ
に
代
え
て
い
る
ら
し
い
ふ
し

が
窺
え
る
こ
と
、
ま
た
疫
病
の
流
行
を
馬
子
が
は
じ
め
て
仏
法
を
興
し
て
以
来

の
こ
と
と
捉
え
ず
、
「
考
天
皇
よ
り
、
陛
下
に
及
る
ま
で
」
と
い
う
よ
う
に
欽

明
天
皇
以
来
の
こ
と
と
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
し
て
、
こ
の
部
分
の
記
述
は

欽
明
天
皇
十
三
年
十
月
条
を
意
識
し
て
、
そ
れ
に
乗
る
か
た
ち
で
語
ら
れ
て
い

る
こ
と
が
知
れ
る
。
よ
く
似
た
事
態
が
く
り
か
え
し
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

書
紀
編
者
が
は
っ
き
り
意
識
し
て
い
る
こ
と
を
告
げ
る
例
と
い
え
よ
う
。

尾
興
や
鎌
子
の
奏
上
に
対
し
、
欽
明
天
皇
は
次
の
よ
う
に
答
え
た
。

天
皇
日
は
く
、
「
奏
す
依
に
」
と
の
た
ま
ふ
。

ま
た
、
守
屋
ら
の
説
く
と
こ
ろ
に
対
し
、
敏
達
天
皇
は
次
の
よ
う
に
い
っ

た
。

詔
し
て
日
は
く
、
「
灼
然
な
れ
ば
、
仏
法
を
断
め
よ
」
と
の
た
ま
ふ
。

い
ず
れ
も
単
簡
な
答
え
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
尾
興
や
守
屋
の
説
く
と
こ
ろ

の
、
仏
の
祀
り
が
崇
り
を
惹
き
起
し
た
の
だ
か
ら
、
仏
の
祀
り
と
い
う
儀
礼
を

止
め
よ
と
い
う
意
見
が
欽
明
天
皇
や
敏
達
天
皇
の
内
心
の
意
向
に
背
く
と
い
っ

た
も
の
で
も
、
さ
ら
に
は
ま
た
何
ら
か
の
論
議
を
要
す
る
も
の
で
も
な
く
、
む

し
る
ご
く
当
然
な
対
応
の
し
か
た
だ
っ
た
こ
と
を
告
げ
て
い
る
と
解
さ
れ
よ

戸
、
ジ
Ｏ

敏
達
天
皇
に
つ
い
て
、
書
紀
は
、
「
天
皇
、
仏
法
を
信
け
た
ま
は
ず
」
と
伝

え
て
い
る
。
だ
が
そ
れ
を
裏
付
け
る
記
述
と
な
る
と
、
敏
達
天
皇
の
こ
の
言
葉

を
措
い
て
他
に
な
い
。
も
し
、
守
屋
ら
の
説
く
と
こ
ろ
に
従
っ
た
こ
の
言
葉
を

さ
し
て
そ
の
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
欽
明
天
皇
に
つ
い
て
も
同
じ
く

「
仏
法
を
信
け
た
ま
は
ず
」
と
記
述
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
ま
た
ま
記
述
さ

れ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
そ
の
よ
う
に
評
さ
れ
て
い
た
と
解
さ
る
べ
き
で
は
な

か
ろ
う
か
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
尾
興
ら
の
上
奏
を
受
け
容
れ
た
こ
と
は
、
欽
明
天
皇
の
変

節
を
告
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
欽
明
天
皇
は
、
仏
を
祀
る
こ
と
に
対
し
て
、
個

と
し
て
は
と
も
あ
れ
、
天
皇
と
し
て
は
一
貫
し
て
局
外
者
で
あ
っ
た
。
そ
の
点

は
敏
達
天
皇
も
変
ら
な
い
。
「
仏
法
を
信
け
た
ま
は
ず
」
と
い
う
記
述
は
、
教

条
的
な
意
味
合
い
で
仏
教
に
敵
対
的
で
あ
っ
た
と
か
、
あ
る
い
は
仏
教
を
弾

圧
、
排
斥
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
仏
を
祀
る
こ
と
に
対
し
て
傍
観
者
の

立
場
を
堅
持
し
た
こ
と
を
告
げ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
っ
て
い
い
で
あ
る

シ
ハ
ノ
◎

仏
を
祀
る
こ
と
が
疫
病
の
流
行
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
金
銅
釈
迦
像

を
邸
宅
に
安
置
し
た
り
、
あ
る
い
は
善
信
尼
ら
を
し
て
法
会
を
行
っ
た
り
す
る

こ
と
が
誤
っ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
し
た
や
り
か
た
を
廃
棄
し
よ
う
と

す
る
の
は
、
仏
を
祀
る
こ
と
の
局
外
者
た
る
為
政
者
と
し
て
は
当
然
の
処
置
と

い
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
欽
明
天
皇
や
敏
達
天
皇
は
、
そ
の
途
を
と
っ
た
に
す

ぎ
な
い
。
欽
明
天
皇
の
命
に
よ
っ
て
仏
を
祀
る
と
い
う
儀
礼
を
と
ど
め
る
べ
く

事
態
は
動
く
。
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有
司
、
乃
ち
仏
像
を
以
て
、
難
波
の
堀
江
に
流
し
棄
つ
。
ま
た
火
を
伽
藍

に
縦
く
。
焼
き
つ
き
て
ま
た
余
り
無
し
。

仏
教
起
源
説
話
も
、
ほ
と
ん
ど
同
一
で
あ
る
が
、
よ
り
具
体
的
で
詳
し
い
。

次
の
通
り
で
あ
る
。

丙
戌
に
、
物
部
弓
削
守
屋
大
連
、
自
ら
寺
に
詣
り
て
、
胡
床
に
踞
げ
坐

り
。
其
の
塔
を
斫
り
倒
し
て
、
火
を
縦
け
て
や
く
。
あ
は
せ
て
仏
像
と
仏

殿
と
を
焼
く
。
既
に
し
て
焼
く
所
の
余
の
仏
像
を
取
り
て
、
難
波
の
堀
江

に
棄
て
し
む
。
：
：
：
有
司
、
た
ち
ま
ち
に
尼
等
の
三
衣
を
奪
ひ
て
、
禁
銅

へ
て
、
海
石
榴
木
の
亭
に
楚
漣
ち
ぎ
。

寺
や
祭
具
が
焼
き
払
わ
れ
、
善
信
尼
ら
が
椿
市
の
宿
駅
で
尻
や
肩
を
鞭
打
た

れ
た
の
は
、
仏
を
祀
る
こ
と
を
全
面
的
に
否
定
し
、
い
わ
ば
無
化
せ
ん
が
た
め

で
あ
る
。
そ
し
て
、
ど
ち
ら
の
説
話
に
お
い
て
も
、
仏
像
が
わ
ざ
わ
ざ
遠
い
難

波
の
堀
江
に
ま
で
運
ば
れ
、
流
し
棄
て
ら
れ
て
い
る
。

（
咽
）

「
災
厄
を
海
に
流
し
去
る
と
い
う
思
想
か
ら
か
」
と
注
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
、
尾
興
や
守
屋
に
お
い
て
も
仏
像
は
無
造
作
に
唾
棄
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
物

と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ど
こ
ま
で
も
恐
る
べ
き
威
力
を
も
っ
た

存
在
と
し
て
い
わ
ば
崇
り
神
と
し
て
細
心
の
配
慮
を
以
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
難

波
の
堀
江
は
、
い
わ
ば
八
外
部
Ｖ
に
向
っ
て
開
き
、
接
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
辺

境
と
し
て
の
海
で
あ
る
。
八
外
部
Ｖ
か
ら
や
っ
て
き
た
仏
像
は
、
丁
重
に
も
と

の
八
外
部
Ｖ
へ
と
送
り
返
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
仏
像
は
、
崇
り
神
と
し
て
在
来

の
八
百
万
の
神
を
祀
る
の
と
同
じ
や
り
か
た
で
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
こ
で
は
、
八
百
万
の
神
と
仏
像
と
い
う
威
力
を
も
っ
た

存
在
が
衝
突
し
、
相
克
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
い
い
か
え
れ
ば
尾
興
や
守

屋
、
あ
る
い
は
欽
明
天
皇
や
敏
達
天
皇
に
お
い
て
も
、
仏
の
内
実
が
八
百
万
の

神
の
そ
れ
と
違
う
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
は
い
な
い
。
そ
の
認
識
は
、
い
ま

だ
生
れ
て
お
ら
ず
、
仏
は
さ
し
あ
た
り
威
力
を
も
つ
も
の
と
し
て
八
百
万
の
神

と
同
列
の
存
在
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
仏
を
流
し
棄

て
る
こ
と
と
仏
を
祀
る
こ
と
と
は
、
見
た
眼
に
は
振
幅
の
差
が
甚
し
い
も
の

の
、
仏
の
捉
え
か
た
に
お
い
て
は
さ
し
て
違
わ
な
い
、
と
い
っ
て
い
い
で
あ
る

（
Ｍ
）

シ
ｈ
Ｚ
Ｏ

両
者
の
差
異
は
、
仏
を
八
百
万
の
神
の
祀
り
か
た
に
お
い
て
祀
る
か
、
あ
る

い
は
仏
の
祀
り
か
た
に
お
い
て
祀
る
か
と
い
う
、
い
わ
ば
祀
り
か
た
の
差
異
と

し
て
現
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
た
ん
に
儀
礼
と
し
て
の
祀
り
の
形
態
の
差
異
に
と

ど
ま
ら
ず
、
朝
廷
の
体
制
に
関
わ
る
と
こ
ろ
の
為
政
原
理
の
差
異
と
し
て
現
れ

る
と
き
、
両
者
の
差
異
は
実
質
を
も
つ
に
至
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
仏
の
祀
り

が
新
た
な
為
政
原
理
を
も
た
ら
し
た
と
き
に
、
は
じ
め
て
仏
と
は
な
に
で
あ
る

か
が
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、
そ
れ
に
は
、
善
信
尼
ら
が
百
済
に
渡
っ
て
受
戒
し
、
鞍
作
止
利
に
よ

っ
て
造
ら
れ
た
丈
六
の
釈
迦
像
が
新
た
に
造
営
さ
れ
た
飛
鳥
寺
に
安
置
さ
れ
、

高
句
麗
の
恵
慈
、
百
済
の
恵
聡
の
両
僧
が
飛
鳥
寺
に
住
し
て
仏
法
を
説
く
、
と

い
っ
た
よ
う
に
儀
礼
と
し
て
の
仏
の
祀
り
が
徐
々
に
よ
り
十
全
な
か
た
ち
へ
と

整
備
さ
れ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ら
を
背
景
と
し
て
聖
徳
太
子
が
出
現

し
、
官
位
十
二
階
を
制
し
、
「
十
七
条
憲
法
」
を
定
め
る
と
い
っ
た
新
た
な
為

政
原
理
の
宣
言
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
書
紀
に
お
け
る
仏
教
伝
来
説
話

は
、
聖
徳
太
子
説
話
に
至
っ
て
は
じ
め
て
完
結
す
べ
く
構
想
さ
れ
た
長
篇
説
話

な
の
で
あ
り
、
欽
明
天
皇
十
三
年
十
月
条
の
仏
教
初
伝
説
話
は
、
そ
の
端
初
を

な
す
説
話
な
の
で
あ
る
。
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仏
教
初
伝
説
話
は
、
次
の
一
文
で
終
る
。

是
に
、
天
に
風
雲
無
く
し
て
、
忽
に
大
殿
に
災
あ
り
。

寺
を
焼
き
、
仏
像
を
流
し
棄
て
た
が
、
疫
病
は
止
ま
ず
、
一
向
に
雨
が
降
ら

ず
に
旱
勉
と
な
り
、
さ
ら
に
は
欽
明
天
皇
の
宮
殿
が
焼
亡
す
る
と
い
っ
た
事
態

が
相
次
い
で
生
じ
た
。
八
百
万
の
神
の
祀
り
に
よ
っ
て
仏
を
扱
う
こ
と
は
効
を

生
じ
な
か
っ
た
と
告
げ
ら
れ
る
。

だ
が
、
そ
の
後
事
態
は
ど
の
よ
う
に
収
拾
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
の
記
述
は

見
ら
れ
な
い
。
だ
が
翌
年
、
欽
明
天
皇
十
四
年
五
月
条
に
は
、
河
内
の
海
上
に

不
可
思
議
な
光
と
音
を
発
す
る
樟
木
が
流
れ
寄
り
、
仏
の
姿
形
が
刻
ま
れ
、
吉

野
比
蘇
寺
に
祀
ら
れ
た
説
話
が
見
出
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
害
紀

編
者
に
と
っ
て
、
寺
を
焼
き
、
仏
像
を
流
し
棄
て
る
こ
と
は
、
直
ち
に
仏
教
の

禁
止
、
あ
る
い
は
弾
圧
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
知
れ

し
●
一
室
ｈ
ノ
Ｏ

い
い
か
え
れ
ば
、
そ
れ
は
、
聖
明
王
の
献
じ
た
金
銅
釈
迦
像
に
つ
い
て
の
扱

い
を
め
ぐ
る
結
末
に
と
ど
ま
り
、
仏
教
そ
の
も
の
に
対
す
る
態
度
に
ま
で
拡
大

さ
れ
ず
に
終
っ
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
一
見
奇
妙
な
在
り
よ

、
、

う
は
、
仏
が
い
わ
ば
仏
一
般
と
し
て
捉
え
ら
れ
ず
、
八
百
万
の
神
が
そ
う
で
あ

、
、

、
、

る
よ
う
に
、
こ
の
仏
あ
る
い
は
あ
の
仏
と
い
っ
た
よ
う
に
、
い
わ
ば
そ
れ
ぞ
れ

に
異
な
っ
た
扱
い
を
な
さ
る
べ
き
存
在
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
告
げ

て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
尻
切
れ
と
ん
ぼ
の
ま
ま
の
結
末
は
、
八
外
部
Ｖ
か
ら

新
た
に
や
っ
て
き
た
仏
に
ど
う
対
応
す
る
か
を
め
ぐ
っ
て
、
あ
れ
や
こ
れ
や
模

へ

五
…

索
し
つ
つ
、
い
ま
だ
決
め
か
ね
て
い
る
事
態
を
告
げ
て
い
る
。
事
態
は
、
未
解

決
の
ま
ま
先
送
り
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
仏
教
起
源
説
話
に
お
い
て
、
「
父

の
時
に
祭
り
し
仏
神
」
が
崇
っ
た
と
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
、
こ
の
推
測
を
裏

付
け
る
。
稲
目
は
、
い
ま
だ
仏
の
崇
り
を
十
全
に
な
し
得
な
い
ま
ま
に
、
中
途

で
立
ち
ど
ま
っ
て
い
る
。

仏
教
起
源
説
話
の
結
末
も
、
そ
の
骨
格
は
同
一
で
あ
り
、
例
に
よ
っ
て
、
よ

り
詳
し
く
具
体
的
に
語
ら
れ
る
。
の
承
な
ら
ず
、
そ
こ
で
は
新
た
な
展
開
を
招

く
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。

是
の
日
に
、
雲
無
く
し
て
風
ふ
き
雨
ふ
る
。
…
．
：
此
の
時
に
あ
た
り
て
、

天
皇
と
大
連
と
、
卒
に
瘡
患
ゑ
た
ま
ふ
。

寺
を
焼
き
、
仏
像
を
流
し
棄
て
た
日
、
空
に
一
点
の
雲
も
な
い
の
に
風
が
吹

き
、
雨
が
降
っ
た
。
天
地
が
悲
し
ゑ
の
涙
を
流
し
た
。
そ
れ
か
ら
間
も
な
く
し

て
、
敏
達
天
皇
と
守
屋
と
が
疫
病
つ
ま
り
庖
瘡
に
か
か
っ
た
。
仏
の
巣
り
は
一

向
に
収
ま
る
気
配
が
見
え
ず
、
事
態
は
一
層
悪
化
す
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
八

百
万
の
神
の
祀
り
の
儀
礼
に
よ
っ
て
仏
を
扱
う
こ
と
は
、
無
効
と
し
か
い
い
よ

う
が
な
か
っ
た
。
記
述
は
さ
ら
に
続
く
。

叉
瘡
発
で
て
死
る
者
、
国
に
充
盈
て
り
。
其
の
瘡
を
患
む
者
言
は
く
、

「
身
、
焼
か
れ
、
打
た
れ
、
擢
か
る
る
が
如
し
」
と
い
ひ
て
、
啼
泣
ち
つ

つ
死
る
。
老
も
少
も
霜
に
相
語
り
て
日
は
く
、
「
是
、
仏
像
焼
き
ま
つ
る

罪
か
」
と
い
う
。

疫
病
の
流
行
は
狛
恢
を
き
わ
め
た
。
身
体
が
焼
か
れ
、
鞭
打
た
れ
、
千
切
れ

る
よ
う
な
疫
病
の
苦
し
ゑ
は
、
仏
像
を
焼
い
た
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
い

う
噂
が
広
が
っ
た
。
八
百
万
の
神
の
祀
り
の
儀
礼
の
故
に
か
え
っ
て
崇
り
が
甚

し
く
な
っ
た
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
敏
達
天
皇
は
、
五
か
月
後
に
死

一
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ん
だ
。

秋
八
月
の
乙
酉
の
朔
己
亥
に
、
天
皇
、
病
弥
留
り
て
、
大
殿
に
崩
り
ま
し

ぬ
。

と
説
話
は
伝
え
て
い
る
。
仏
の
崇
り
を
暗
示
す
る
か
の
よ
う
な
語
り
く
ち
で
あ

る
。

八
百
万
の
神
の
祀
り
の
儀
礼
に
よ
っ
て
仏
を
扱
う
こ
と
の
無
効
と
い
う
点
で

は
両
者
は
変
ら
な
い
。
だ
が
、
敏
達
天
皇
の
死
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
、
そ
の

程
度
の
激
し
さ
故
に
、
そ
の
こ
と
が
新
た
な
展
開
を
よ
び
起
す
の
で
あ
る
。

敏
達
天
皇
は
、
死
の
二
ヵ
月
前
に
、
馬
子
の
「
臣
の
疫
病
り
て
、
今
に
至
る

ま
で
に
愈
え
ず
。
三
宝
の
力
を
蒙
ら
ず
は
、
救
ひ
治
む
く
き
こ
と
難
し
」
と
い

う
奏
上
を
受
け
て
、
次
の
よ
う
に
応
え
た
。

是
に
、
馬
子
宿
祢
に
詔
し
て
日
は
く
、
「
汝
独
り
仏
法
を
行
ふ
く
し
。
余

人
を
断
め
よ
」
と
の
た
ま
ふ
。
乃
ち
三
の
尼
を
以
て
、
馬
子
宿
祢
に
還
し

付
く
。

馬
子
は
よ
ろ
こ
び
、
新
た
に
寺
を
造
っ
て
善
信
尼
ら
を
招
じ
入
れ
た
。
ふ
た

た
び
仏
を
祀
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

だ
が
そ
れ
は
真
に
新
し
い
事
態
で
あ
ろ
う
か
。
敏
達
天
皇
は
、
馬
子
に
「
汝

独
り
仏
法
を
行
ふ
く
し
。
余
人
を
断
め
よ
」
と
い
う
。
馬
子
は
仏
の
祀
り
を
行

な
っ
て
よ
ろ
し
い
。
だ
が
、
そ
れ
は
馬
子
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
他
の
ひ
と

ぴ
と
に
つ
い
て
は
と
ど
め
よ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
他
の
ひ
と
び
と
に
つ
い
て

殊
更
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
の
は
、
朝
廷
の
体
制
と
し
て
仏
の
祀
り
を
行
う
の

で
は
な
い
こ
と
の
言
及
で
あ
る
。
そ
れ
は
仏
教
初
伝
説
話
に
お
け
る
欽
明
天
皇

の
「
誠
に
礼
ひ
拝
ま
し
む
く
し
」
と
い
う
稲
目
に
対
す
る
言
葉
と
ほ
と
ん
ど
変

ら
な
い
、
と
い
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
新
し
い
展
開
と
い
う
も
の
の
、
仏
を
祀

る
べ
き
か
否
か
と
い
う
事
態
を
め
ぐ
る
振
り
子
が
も
と
へ
戻
っ
た
と
い
う
に
す

ぎ
な
い
。
何
ら
の
変
革
も
生
じ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
仏
の
祀
り
は
、
馬
子
に
よ
っ
て
着
々
と
整
え
ら
れ
て
い
く
。
も
は

や
そ
の
勢
い
を
大
き
く
押
し
と
ど
め
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
寺
が
焼
か

れ
、
仏
像
が
海
に
捨
て
棄
ら
れ
た
こ
と
も
、
さ
し
た
る
影
を
落
さ
な
か
っ
た
か

の
よ
う
に
、
事
態
は
、
仏
の
祀
り
の
全
容
の
発
現
へ
と
一
直
線
に
進
ん
で
い

く
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
朝
廷
の
体
制
と
し
て
で
は
な
い
。
推
古
天

皇
二
年
二
月
に
、
推
古
天
皇
に
よ
っ
て
三
宝
興
隆
の
詔
が
出
さ
れ
、
仏
の
祀
り

が
朝
廷
の
体
制
に
お
け
る
一
定
の
位
置
を
確
保
し
た
と
き
に
も
な
お
、
そ
れ

は
、
あ
く
ま
で
朝
廷
の
体
制
の
一
部
と
し
て
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
欽

明
天
皇
十
三
年
十
月
条
の
仏
教
初
伝
説
話
に
お
い
て
語
ら
れ
て
い
る
欽
明
天
皇

の
姿
勢
は
、
一
連
の
仏
教
伝
来
説
話
を
通
じ
て
変
る
こ
と
な
く
貫
ぬ
か
れ
て
い

る
と
い
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
仏
教
伝
来
は
、
あ
く
ま
で
「
国
神
の
怒
を
致
」

す
こ
と
な
く
な
さ
れ
た
、
と
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

仏
教
初
伝
説
話
あ
る
い
は
仏
教
起
源
説
話
に
お
い
て
、
仏
の
祀
り
故
の
疫
病

の
流
行
が
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
仏
と
は
な
に
か
と
い
う
仏
教
伝
来
説
話
の
主

題
に
関
わ
っ
て
で
あ
る
、
と
い
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
仏
は
疫
病
の
流
行
と
い

う
巣
り
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
ら
た
め
て
不
可
思
議
な
は
た
ら
き
を
秘
め

た
、
威
力
あ
る
存
在
た
る
こ
と
を
顕
示
し
、
ひ
と
び
と
は
八
外
部
Ｖ
か
ら
き
た

神
と
い
う
認
識
を
確
認
し
直
す
。
と
同
時
に
、
八
百
万
の
神
の
祀
り
に
よ
っ
て

は
、
そ
の
崇
り
を
鑿
序
し
え
ず
、
そ
こ
か
ら
逸
脱
す
る
威
力
を
実
感
し
、
新
た

な
儀
礼
と
し
て
の
仏
の
祀
り
を
要
請
す
る
に
至
る
。
儀
礼
と
し
て
の
仏
の
祀
り

に
お
い
て
、
仏
と
は
な
に
か
が
次
第
に
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
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（
Ｍ
）
な
お
、
西
田
長
男
は
、
こ
の
点
に
ふ
れ
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い

る
。
「
か
く
て
仏
神
の
一
カ
年
と
い
う
長
き
常
在
は
、
必
然
的
に
崇
神

に
変
ぜ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
尾
興
、
鎌
子
ら
は
そ
う
解

し
た
の
で
あ
る
。
：
…
．
こ
の
崇
神
を
流
棄
す
る
こ
と
も
、
一
つ
の
祭
祀

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
は
神
送
り
の
祭
儀
に
ほ

か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」
（
「
初
伝
仏
教
の
受
用
」
注
（
１
）
三
九

（
９
）
桜
井
徳
太
郎
校
注
「
元
興

起
』
日
本
思
想
大
系
、
岩
波
一

（
岨
）
Ｉ
（
Ⅱ
）
注
（
３
）
に
同
じ
。

（
皿
）
『
日
本
書
紀
』
上
、
二
三
（

（
過
）
注
（
１
）
一
○
三
ペ
ー
ジ
。

「
元
興

二
三
○

下
。
津
田
左
右
吉
全
集
肇

（
７
）
注
（
１
）
一
四
九
ぺ
．

（
８
）
同
右
一
五
八
ペ
ー
ジ
。

（
９
）
桜
井
徳
太
郎
校
注
．

（
２
）
注
（
１
）
五
五
四
ペ
ー
ジ
。

（
３
）
Ｉ
（
６
）
津
田
左
右
吉
『
日
本
古
典
の
研
究
』
下
、

下
。
津
田
左
右
吉
全
集
第
二
巻
、
岩
波
書
店
所
収
。

（
７
）
注
（
１
）
一
四
九
ペ
ー
ジ
。

（
注
）

（
１
）
坂
本
太
郎
他
校
注
『
日
本
書
紀
』
下
、
一
○
○
ペ
ー
ジ
以
下
。
日
本

文
学
大
系
、
岩
波
書
店
。
と
く
に
こ
と
わ
ら
な
い
か
ぎ
り
以
下
の
引
用

は
い
ず
れ
も
同
書
に
拠
る
。
な
お
、
私
意
に
よ
り
用
字
等
を
改
め
た
と

こ
ろ
が
あ
る
。
ま
た
、
欽
明
天
皇
十
三
年
と
い
う
年
紀
を
め
ぐ
っ
て

は
、
西
田
長
男
「
『
日
本
書
紀
』
の
仏
教
伝
来
の
記
事
」
二
三
五
ペ
ー

ジ
以
下
、
西
田
長
男
『
日
本
神
道
史
研
究
』
第
三
巻
、
講
談
社
所
収
、

参
照
。

寺
伽
藍
縁
起
」
八
ペ
ー
ジ
。

岩
波
書
店
所
収
。

ペ
ー
ジ
以
下
。

八
六
ペ
ー
ジ
以

『
寺
社
縁

六
ペ
ー
ジ
）
。
他
の
所
論
は
と
も
あ
れ
、
仏
を
崇
神
と
捉
え
る
点
、
お

よ
び
海
に
流
し
棄
て
る
こ
と
を
神
送
り
の
祭
儀
と
す
る
点
に
お
い
て
示

唆
的
で
あ
る
。

（
東
京
大
学
教
授
）
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