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一

は
じ
め
に

こ
れ
ま
で
に
私
は
、『

源
氏
物
語』

の
主
人
公
光
源
氏
の
人
物
像
が

ス
サ
ノ
ヲ
ノ
ミ
コ
ト
を
基
本
と
し
な
が
ら
も
、
聖
徳
太
子
の
精
神
を
模

範
と
し
て
造
型
さ
れ
た
こ
と
を
述
べ
て
き
た

(

１)

。
す
な
わ
ち
、
俗
世

に
身
を
置
き
、
現
実
の
世
界
に

｢

異
郷｣

を
現
出
し
よ
う
と
求
め
た
点

に
お
い
て
、
光
源
氏
が
ス
サ
ノ
ヲ
ノ
ミ
コ
ト
に
は
見
ら
れ
な
い
現
世
尊

重
の
精
神
を
聖
徳
太
子
か
ら
受
け
継
い
だ
人
物
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し

た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
聖
徳
太
子
は
、
光
源
氏
の
数
あ
る
モ
デ
ル

の
一
人
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
ス
サ
ノ
ヲ
ノ
ミ
コ
ト
に
匹
敵
す
る
重
要

な
存
在
だ
っ
た
と
結
論
し
た
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
紫
式
部
の
聖
徳
太
子
観
の
形
成
に
は
、『

日

本
書
紀』

は
さ
る
こ
と
な
が
ら
、『

聖
徳
太
子
伝で

ん

暦
り
や
く』

の
寄
与
す
る
と

こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

当
時
最
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
太
子
伝
こ
そ
、『

聖
徳
太
子
伝
暦』

で
あ
っ
た
。
式
部
は
、『

聖
徳
太
子
伝
暦』

か
ら
多
く
の
も
の
を
獲
得

し
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
太
子
に
関
す
る
事
績
ば

か
り
で
は
な
く
、『

源
氏
物
語』

を
執
筆
す
る
上
で
の
規
範
と
な
る
も

の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
式
部
は
、『

聖
徳
太
子
伝
暦』

か
ら
物
語
創
作
の
根
幹
に
関
わ
る
重
要
な
要
素
を
学
び
取
っ
た
と
言
え

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
こ
で
こ
こ
で
は
、『

聖
徳
太
子
伝
暦』

と
い
う
書
物
を
取
り
上
げ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、『

聖
徳
太
子
伝
暦』

が

『

源
氏
物
語』

の
成
立
に

果
た
し
た
根
本
的
な
意
義
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
と
思
う
。

二

源
氏
物
語
の
構
想
と
伝
暦

『

聖
徳
太
子
伝
暦』

は
、
平
安
時
代
に
成
立
し
た
代
表
的
な
聖
徳
太

子
の
伝
記
で
あ
る
。
漢
文
体
で
書
か
れ
た
上
下
二
巻
か
ら
な
る
書
物
で
、

著
者
未
詳
。『

平
氏
太
子
伝』

『

平
氏
伝』

『

二
巻
伝』

な
ど
と
も
別
称

さ
れ
、
略
し
て

『

伝
暦』

と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
前
に
成
立
し

た

『

上
宮
記』

『

上
じ
ょ
う

宮ぐ
う

聖
し
ょ
う

徳と
く

法ほ
う

王お
う

帝て
い

説せ
つ』

『

七
代
記』

『

上
宮
皇
太
子

菩
薩
伝』

『

上
宮
聖
徳
太
子
伝
補ほ

闕け
つ

記』
『

暦
り
ゃ
く

録ろ
く』

な
ど
の
太
子
伝
を

集
大
成
し
、
そ
こ
に
伝
説
や
虚
構
を
大
幅
に
加
味
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

文
学
性
豊
か
に
仕
上
げ
ら
れ
た
伝
記
物
語
で
、
太
子
伝
文
学
の
決
定
版

と
さ
れ
て
い
る
。
後
世
に
最
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
作
品
の
一
つ
で
、

源
為た

め

憲の
り

の
『

三
宝
絵
詞』

や
慶よ

し

滋
し
げ
の

保や
す

胤た
ね

の

『

日
本
往
生
極
楽
記』

に

記
さ
れ
て
い
る
太
子
の
伝
記
は
、
皆
こ
の

『

伝
暦』

に
拠
っ
て
い
る
と

い
わ
れ
る
。
人
び
と
の
太
子
観
は
こ
の
書
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
と
さ
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れ
、
以
後
の
太
子
信
仰
は
こ
の
書
か
ら
発
し
た
と
さ
え
言
わ
れ
て
い
る
。

坂
本
太
郎
氏
は
、『

聖
徳
太
子
伝
暦』

に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述

べ
て
お
ら
れ
る
。

太
子
の
伝
記
を
仏
教
的
雰
囲
気
で
被
い
つ
く
し
、
太
子
を
信
仰
の

対
象
に
仕
上
げ
た
の
は
本
書
で
あ
る
。
以
後
の
太
子
伝
は
本
書
を

台
本
と
し
て
敷
衍
せ
ら
れ
、
太
子
像
・
太
子
絵
伝
な
ど
も
本
書
の

筋
に
従
っ
て
製
作
せ
ら
れ
た
。
仏
教
界
に
お
け
る
太
子
の
特
異
の

位
置
を
一
般
世
間
に
浸
透
さ
せ
た
の
は
、
全
く
本
書
の
力
で
あ

る

(

２)

。

す
な
わ
ち

『

聖
徳
太
子
伝
暦』
は
、
太
子
伝
文
学
に
お
い
て
、
ま
た

太
子
信
仰
に
お
い
て
決
定
的
な
影
響
力
を
及
ぼ
し
た
著
作
だ
っ
た
と
言

う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

『

源
氏
物
語』

は
そ
う
し
た

『

聖
徳
太
子
伝
暦』

か
ら
計
り
知
れ
な

い
影
響
を
受
け
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

『

聖
徳
太
子
伝
暦』

が

『

源
氏
物
語』

の
成
立
に
大
き
な
影
を
落
と

し
て
い
る
こ
と
を
い
ち
早
く
指
摘
さ
れ
た
の
は
、
田
中
重
久
氏
で
あ
っ

た

(

３)

。
氏
は
、｢『

源
氏
物
語』

構
想
と
準
拠
の
研
究｣

と
い
う
論
文

に
お
い
て
、『

源
氏
物
語』

の
構
想
が

『

聖
徳
太
子
伝
暦』

を
踏
襲
し
、

『

源
氏
物
語』

の
場
面
や
設
定
が

『

聖
徳
太
子
伝
暦』

を
準
拠
と
し
て

書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
氏
の
ご
指
摘
に
敬
意
を
表
し
な
が
ら
も
、
と
り
わ
け
構

想
の
面
か
ら
両
者
の
関
連
を
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。

以
下
、『

源
氏
物
語』

と

『

聖
徳
太
子
伝
暦』

と
の
構
想
上
に
お
け

る
主
な
共
通
点
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

ま
ず
第
一
の
共
通
点
は
、
い
ず
れ
も
傑
出
し
た
人
物
に
関
す
る
詳
細

な
一
代
記
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

『

源
氏
物
語』

は
、
光
源
氏
と
い
う
超
人
的
な
人
物
の
生
涯
を
丹
念

に
記
し
た
物
語
で
、
そ
の
誕
生
か
ら
死
ま
で
を
網
羅
す
る
一
代
記
だ
と

い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。『

源
氏
物
語』

以
前
で
一
代
記
と
言
う
と
、

た
と
え
ば
在
原
業
平
の
生
涯
を
描
い
た

『

伊
勢
物
語』

を
想
起
す
る
こ

と
が
で
き
よ
う
が
、
こ
れ
に
は
誕
生
な
ど
の
記
述
が
な
く
、
記
述
自
体

も
詳
細
さ
に
欠
け
る
た
め
、
一
代
記
と
い
う
面
か
ら
見
れ
ば
不
充
分
な

作
品
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
こ
で
、
主
人
公
の
生
涯
を
全
面
的
に

網
羅
し
、
し
か
も
そ
れ
ら
を
詳
細
に
記
し
た

『

源
氏
物
語』

は
、
物
語

と
し
て
最
も
古
い
一
代
記
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
て
、『

聖
徳
太
子
伝
暦』

は
、
聖
人
と
呼
ぶ
べ
き
聖
徳
太
子
の

生
涯
を
つ
ぶ
さ
に
記
し
た
物
語
で
、
そ
の
誕
生
か
ら
死
ま
で
を
網
羅
す

る
、
こ
れ
ま
た
一
代
記
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。『

伝
暦』

は
そ

れ
ま
で
の
数
あ
る
太
子
伝
を
集
大
成
し
た
も
の
で
、
記
事
の
内
容
が
詳

細
に
亘
り
、
完
結
し
た
太
子
の
伝
記
と
し
て
は
最
古
の
も
の
と
さ
れ
て

い
る
。
い
わ
ば
太
子
に
関
す
る
伝
記
物
語
の
傑
作
な
の
で
あ
る
。

『

聖
徳
太
子
伝
暦』

は
、
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
聖
徳
太
子

信
仰
の
過
程
に
あ
っ
て
成
立
し
た
太
子
伝
の
一
つ
で
あ
っ
て
、
い

わ
ば
古
代
中
期
に
お
け
る
太
子
伝
文
学
の
集
大
成
で
あ
る
。『

聖

徳
太
子
伝
暦』

以
前
に
も
、
成
書
と
し
て
の
太
子
伝
は
幾
篇
か
を

数
え
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
正
史
た
る

『

日
本
書
紀』

(

推
古
紀)

中
に
も
そ
の
伝
は
見
え
て
い
る
。
し
か
し
、
聖
徳
太
子
の
誕
生
か

ら
そ
の
全
生
涯
の
行
歴
・
治
績
を
描
き
、
薨
後
の
一
族
の
命
運
に

至
る
ま
で
を
、
年
譜
風
に
編
年
体
で
詳
述
し
て
い
る
書
は
、『

聖

徳
太
子
伝
暦』

を
も
っ
て
最
初
の
撰
述
と
す
る

(

４)

。

す
な
わ
ち
、
実
在
の
人
物
の
生
涯
を
漢
文
で
記
し
た

『

聖
徳
太
子
伝

暦』

に
対
し
て
、
架
空
の
人
物
の
生
涯
を
和
文
で
記
し
た

『

源
氏
物
語』
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は
、
漢
文
と
和
文
と
い
う
点
で
ま
さ
に
対
蹠
的
で
は
あ
る
も
の
の
、
い

ず
れ
も
特
筆
す
べ
き
人
物
の
詳
細
な
一
代
記
と
い
う
点
に
お
い
て
共
通

し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

第
二
の
共
通
点
は
、
そ
の
記
述
の
方
法
が
い
ず
れ
も
、
出
来
事
を
年

代
順
に
記
す
編
年
体
を
基
本
と
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

『

源
氏
物
語』

は
、
光
源
氏
誕
生
以
前
の
、
父
帝
と
母
で
あ
る
桐
壺

の
更
衣
の
結
婚
生
活
の
こ
と
か
ら
書
き
起
こ
さ
れ
、
少
年
時
代
、
青
年

時
代
、
壮
年
そ
し
て
五
十
代
で
亡
く
な
る
ま
で
の
こ
と
が
年
を
追
っ
て

連
綿
と
記
さ
れ
て
い
る
。
勿
論
、
記
述
の
な
か
に
は
内
容
が
時
間
的
に

遡
る
も
の
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
編
年
体
を
記
述
の
基
本
と
し
て

い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、『

聖
徳
太
子
伝
暦』

も
ま
た
編
年
体
で
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。『

伝
暦』

の

｢

暦｣

は
、

年
代
記
な
い
し
は
年
譜
、
年
暦
の
意
で
、『

聖
徳
太
子
伝
暦』

と
い
う

書
名
は
、
聖
徳
太
子
の
伝
記
を
年
代
記
と
し
て
年
譜
風
に
ま
と
め
た
も

の
を
意
味
し
て
い
る
と
い
う

(

５)

。『

伝
暦』
は
、
太
子
誕
生
以
前
、

太
子
の
父
で
あ
る
後
の
用
明
天
皇
と
太
子
の
母
と
な
る
穴あ

な

穂ほ

部べ
の

間は
し

人
ひ
と
の

皇ひ
め

女み
こ

と
の
成
婚
か
ら
筆
が
起
こ
さ
れ
、
少
年
時
代
、
青
年
時
代
、
壮
年

そ
し
て
太
子
が
四
十
九
歳
で
亡
く
な
る
ま
で
の
こ
と
を
順
を
追
っ
て
詳

細
に
記
載
し
、
そ
の
記
述
は
一
年
と
し
て
欠
け
る
こ
と
の
な
い
徹
底
ぶ

り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、『

源
氏
物
語』

と

『

聖
徳
太
子
伝
暦』
は
、

編
年
体
で
記
す
と
い
う
そ
の
記
述
の
方
法
に
お
い
て
も
軌
を
一
に
し
て

い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
さ
ら
に
、
両
者
の
記
述
形
式
は
、
主
人
公
の
死
後
に
ま
で
及

ん
で
い
る
点
で
も
見
事
に
一
致
し
て
い
る
。

『

源
氏
物
語』

は
、
光
源
氏
の
生
涯
を
出
生
か
ら
死
に
至
る
ま
で
を

つ
ぶ
さ
に
も
の
語
っ
た
あ
と
で
、
源
氏
の
息
子
に
あ
た
る
薫
を
は
じ
め

と
す
る
子
孫
の
こ
と
を
記
述
す
る
。
つ
ま
り
、『

源
氏
物
語』

は
光
源

氏
の
一
代
記
と
は
言
っ
て
も
、
そ
の
死
に
よ
っ
て
物
語
が
閉
じ
ら
れ
ず
、

死
後
に
お
け
る
子
孫
の
こ
と
に
筆
が
及
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
実
は
、

こ
れ
と
ま
っ
た
く
同
じ
形
式
は

『

聖
徳
太
子
伝
暦』

に
も
そ
の
ま
ま
見

る
こ
と
が
で
き
る
。『

伝
暦』

に
お
い
て
も
、
聖
徳
太
子
の
出
生
か
ら

死
に
至
る
ま
で
を
語
り
終
え
た
の
ち
に
、
太
子
の
息
子
で
あ
る
山

背

や
ま
し
ろ
の

大
兄

お
お
え
の

王み
こ

を
は
じ
め
と
す
る
子
孫
の
こ
と
が
つ
づ
け
て
語
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
因
み
に

『

伊
勢
物
語』

で
は
、
最
終
段
に
お
い
て
主
人
公
在

原
業
平
の
辞
世
と
と
も
に
物
語
は
幕
を
下
ろ
し
、
そ
れ
が
一
代
記
の
本

来
の
形
式
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、『

源
氏
物
語』

は
所
謂

｢

宇
治
十
帖｣

を
含
む
死
後
の
物
語
を
語
り
継
い
で
い
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、

『

源
氏
物
語』

が
光
源
氏
の
死
後
、
延
々
と
子
孫
の
こ
と
に
話
が
及
ぶ

の
は
、
そ
の
根
底
に

『

聖
徳
太
子
伝
暦』

の
記
述
形
式
を
踏
ま
え
た
た

め
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
田
中
重
久
氏
は
夙
に
、

全
五
十
四
帖
は
最
初
か
ら
の
計
画
で
、
正
編

｢

光
源
氏
伝｣

は

『

伝
暦』

の
正
編

｢

聖
徳
太
子
伝｣

に
、
続
編

｢

薫
伝｣

は

『

伝

暦』

の
続
編

｢

山
背
大
兄
王
伝｣

に
倣
っ
て
書
か
れ
た
…
…

(

６)

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち

『

源
氏
物
語』

が
、
光
源
氏
他
界
の
の
ち
の
第
三
部
に
お

い
て
残
さ
れ
た
一
族
に
つ
い
て
語
る
の
は
、
実
は

『

伝
暦』

に
そ
の
淵

源
が
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
私
が
見
た
と
こ
ろ
、
こ
の
両
者
に
は
、
そ
の
記
述
の
対
象
と

な
っ
て
い
る
年
数
に
お
い
て
も
驚
く
べ
き
一
致
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

『
源
氏
物
語』

は
、
光
源
氏
誕
生
直
前
か
ら
五
十
二
歳
ま
で
を
記
し

た
あ
と
、
源
氏
の
死
を
暗
示
す
る
空
白
の
八
年
間
が
置
か
れ
、
そ
の
の

ち
子
孫
た
ち
に
よ
る
十
五
年
間
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
、
全
巻
が
閉
じ
ら

れ
て
い
る
。
物
語
時
間
に
し
て
ち
ょ
う
ど
七
十
五
年
間
で
あ
る
。
こ
れ
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に
対
し
て

『

聖
徳
太
子
伝
暦』

は
、
太
子
の
父
で
あ
る
の
ち
の
用
明
天

皇
の
も
と
に
母
で
あ
る
穴
穂
部
間
人
皇
女
が
入
内
さ
れ
た
欽
明
三
十
一

年
(

五
七
〇)

か
ら
書
き
起
こ
さ
れ
、
推
古
二
十
九
年

(

六
二
一)

、

太
子
が
四
十
九
歳
で
薨
去
さ
れ
る
ま
で
の
こ
と
を
記
し
た
あ
と
、
太
子

一
族
を
葬
り
去
っ
た
蘇
我
入
鹿
が
討
た
れ
、
蘇
我
氏
が
滅
亡
す
る
大
化

元
年

(

六
四
五)

を
も
っ
て
全
巻
を
擱
筆
し
て
い
る
。
こ
れ
も
ま
た
、

数
え
て
み
る
と
ち
ょ
う
ど
七
十
五
年
間
で
あ
り
、『

源
氏
物
語』

と
完

全
に
一
致
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
と
い
う
こ
と
は
、『

源
氏
物
語』

は
記
述
の
形
式
が
編
年
体
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
所
謂
正
編

と
続
編
と
を
併
せ
も
つ
と
い
う
全
体
の
構
成
や
記
述
の
対
象
と
な
っ
て

い
る
年
数
に
至
る
ま
で

『

伝
暦』
を
そ
っ
く
り
襲
い
、
あ
た
か
も

『

伝

暦』

と
符
節
を
合
わ
せ
る
か
の
よ
う
に
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
た
と
い
う

こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

第
三
の
共
通
点
は
、
い
ず
れ
も
数
多
く
の
文
献
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
、

そ
の
根
底
に

『

日
本
書
紀』

が
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

『

源
氏
物
語』

は
、
こ
れ
ま
で
の
文
学
作
品
を
集
大
成
し
た
作
品
で

あ
り
、
先
行
の
物
語
や
和
歌
、
日
記
、
随
筆
な
ど
の
諸
作
品
を
は
じ
め
、

『

文
選』

『

史
記』

『

白
氏
文
集』

な
ど
和
漢
の
文
献
を
踏
ま
え
て
い
る

こ
と
を
大
き
な
特
徴
と
し
て
い
る
。
そ
の
文
献
は
数
も
さ
る
こ
と
な
が

ら
種
類
も
ま
た
多
岐
に
亘
り
、
式
部
の
学
殖
の
深
さ
に
は
驚
か
さ
れ
る

ば
か
り
で
あ
る
。
し
か
し
、『

源
氏
物
語』

は
、
た
だ
単
に
さ
ま
ざ
ま

な
文
献
を
寄
せ
集
め
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
根
底
に
は
、
私
が
明
ら

か
に
し
た
よ
う
に

『

日
本
書
紀』

の
神
話
が
源
泉
と
し
て
踏
ま
え
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る

(

７)

。
す
な
わ
ち

『

源
氏
物
語』

は
、
さ
ま
ざ
ま
な

文
献
に
よ
っ
て
豊
富
に
肉
づ
け
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
根
幹
部
分
に
は

『

日
本
書
紀』

が
据
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て

『

伝
暦』

も
ま
た
、『

源
氏
物
語』

と
同
様
に
、
夥

し
い
数
の
先
行
文
献
が
引
用
さ
れ
、
あ
る
い
は
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
作

品
な
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
書
名
を
明
示
し
て
い
る
文
献
と
し
て
は

『

暦
録』

『

七
代
記』

『

本
願
縁
起』

『

大
唐
伝
戒
師
僧
名
記
伝』

な
ど
が

挙
げ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
以
外
に
も
、
断
片
的
な
語
句
や
文
の
引
用
に

至
っ
て
は
厖
大
な
数
の
内
典
外
典
に
及
ん
で
お
り
、
研
究
者
か
ら
は

｢

撰
者
の
学
力
の
一
通
り
で
な
い
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
あ
る

(

８)｣

と
評
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の

『

伝
暦』

に
し

て
も
こ
れ
ま
で
の
文
献
の
単
な
る
寄
せ
集
め
で
は
な
く
、
最
も
基
本
的

な
文
献
と
し
て

『

日
本
書
紀』

を
踏
ま
え
、
そ
れ
を
骨
格
と
し
た
上
に

先
行
の
太
子
伝
や
さ
ま
ざ
ま
な
文
献
を
含
み
込
ん
で
、
豊
か
な
文
学
作

品
を
創
造
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

伝
暦
と
い
え
ば
太
子
伝
説
の
淵
藪
と
し
て
、
歴
史
家
の
間
で
は
評

判
が
悪
い
。
し
か
し
、
こ
の
書
は
年
紀
の
立
て
方
な
ど
は
忠
実
に

日
本
書
紀
に
拠
っ
た
も
の
で
、
書
紀
を
中
心
と
し
て
の
伝
説
集
成

と
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
奈
良
時
代
か
ら
の
通
念
で
あ
っ
た
、

太
子
伝
の
基
幹
と
し
て
の
日
本
書
紀
の
位
置
が
、
こ
の
書
で
さ
ら

に
確
認
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い

(

９)

。

つ
ま
り

『

聖
徳
太
子
伝
暦』

と

『

源
氏
物
語』

は
、
作
者
の
人
並
み

外
れ
た
学
殖
を
背
景
に
、
夥
し
い
数
の
文
献
を
縦
横
に
駆
使
し
て
創
作

さ
れ
た
物
語
で
は
あ
り
な
が
ら
、
い
ず
れ
も
そ
の
根
底
に
最
も
基
本
的

な
文
献
と
し
て

『

日
本
書
紀』

が
踏
ま
え
ら
れ
、『

日
本
書
紀』

を
原

典
と
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
共
通
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
、『

伝
暦』

と

『

源
氏
物
語』

と
の
共
通
点
と
し
て
も
、
と
り
わ
け

重
要
な
事
柄
だ
と
言
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、『

聖
徳
太
子
伝
暦』

と

『

源
氏
物
語』

に
は
、
細
か

な
記
述
内
容
の
類
似
と
い
っ
た
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
作
品
を
成
立
さ

せ
る
に
あ
た
っ
て
の
大
き
な
枠
組
み
、
す
な
わ
ち
作
品
全
体
の
構
想
に
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お
い
て
も
極
め
て
重
要
な
一
致
点
が
見
出
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ

て
『

聖
徳
太
子
伝
暦』

は
、『

源
氏
物
語』

が
世
に
生
み
出
さ
れ
る
に

あ
た
っ
て
極
め
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
著
作
だ
っ
た
と
言
う
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち

『

源
氏
物
語』

は

『

聖
徳
太
子
伝
暦』

を
換
骨
奪
胎
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
れ
た
、
い
わ
ば

『

光
源
氏
伝
暦』

と
も
呼
ぶ
べ
き
作
品
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

紫
式
部
の
生
き
た
時
代
、『

聖
徳
太
子
伝
暦』

は
太
子
信
仰
の
異
様

な
高
ま
り
の
な
か
で
、
多
く
の
人
び
と
に
聖
典
の
如
く
愛
読
さ
れ
て
い

た
。『

伝
暦』

は
、
当
時
最
も
よ
く
知
ら
れ
た
作
品
の
一
つ
と
し
て
多

大
な
影
響
を
人
び
と
に
与
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
式
部
も
お
そ
ら
く
こ

の
書
を
愛
読
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
彼
女
は
、
こ
の

『

伝
暦』

を
取
り
上
げ
、
こ
の
書
を
模
範
と
し
な
が
ら

『

源
氏
物
語』

の
執
筆
に

手
を
染
め
て
い
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
こ
に
は
、『

聖
徳
太
子

伝
暦』

と
い
う
優
れ
た
物
語
に
寄
せ
る
式
部
の
並
々
な
ら
ぬ
崇
敬
の
念

が
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
上
に
、
式
部
に
と
っ
て
こ
の

書
は
、
さ
ら
に
意
義
深
い
も
の
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
と
い

う
の
も
、
こ
の

『

聖
徳
太
子
伝
暦』

の
作
者
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
紫
式
部

の
曾
祖
父
に
あ
た
る
藤
原
兼か

ね

輔す
け

の
作
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。

藤
原
猶
雪
氏
の

『

復
原
聖
徳
太
子
伝
暦』

に
依
れ
ば
、
氏
は
、
大
正

十
年

(

一
九
二
一)

三
月
、
東
京
大
学
附
属
図
書
館
に
お
い
て

『

太
子

伝
傍
注』

な
る
写
本
を
発
見
、
そ
の
写
本
に
引
用
さ
れ
て
い
た
菅
原
為

長
本

『

伝
暦』

こ
そ

『

伝
暦』

の
原
型
本
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
の
奥
書

に
記
さ
れ
て
い
た

｢

延
喜
十
七
年
九
月
蔵
人
頭
兼
輔
撰｣

を
根
拠
に
し

て
、『

伝
暦』

の
作
者
を
藤
原
兼
輔
、
そ
し
て
そ
の
成
立
を
延
喜
十
七

年

(

九
一
七)

と
結
論
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た

(

10)

。
以
後
、
こ
の
説
は

学
界
の
大
勢
か
ら
支
持
を
受
け
、
ほ
ぼ
定
説
と
し
て
広
く
一
般
に
行
わ

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

藤
原
兼
輔
は
、
閑
院
左
大
臣
冬
嗣
の
曾
孫
に
あ
た
る
平
安
中
期
の
貴

族
で
あ
る
。
元が

ん

慶
ぎ
ょ
う

元
年

(

八
七
七)

に
生
ま
れ
、
蔵
人
、
左
近
少
将
、

蔵
人
頭
、
参
議
な
ど
を
歴
任
、
最
終
的
に
は
従
三
位
、
中
納
言
兼
右
衛

門
督
に
至
り
、
承

じ
ょ
う

平へ
い

三
年

(

九
三
三)

二
月
十
八
日
に
五
十
七
歳
で

没
し
た
。
従
兄
弟
で
あ
る
三
条
右
大
臣
藤
原
定
方
の
女
を
妻
と
し
、
娘

桑
子
は
醍
醐
天
皇
の
更
衣
に
上
が
り
、
天
皇
の
寵
を
得
て
章
明
親
王
を

生
ん
で
い
る
。
歌
人
と
し
て
も
知
ら
れ
、
三
十
六
歌
仙
の
一
人
に
数
え

ら
れ
て
い
る
。『

古
今
集』

に
四
首
、『

後
撰
集』

に
二
十
四
首
、
以
下

の
勅
撰
集
に
二
十
九
首
入
集
、
家
集
に『

兼
輔
集』

が
あ
る
。
紀
貫
之
・

凡
河
内
躬
恒
ら
の
庇
護
者
と
な
っ
て
歌
壇
を
形
成
、
そ
の
才
知
と
人
柄

は
紀
貫
之
を
は
じ
め
多
く
の
人
び
と
に
慕
わ
れ
た
。
そ
の
邸
宅
が
都
の

東
京
極
に
位
置
し
て
い
た
た
め

｢

京
極
中
納
言｣

、
あ
る
い
は
賀
茂
川

の
堤
に
ほ
ど
近
か
っ
た
と
こ
ろ
か
ら

｢

堤
中
納
言｣

と
も
称
さ
れ

た

(

11)

。

紫
式
部
は
こ
の
曾
祖
父
を
殊
の
ほ
か
敬
愛
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

『

源
氏
物
語』

に
は
、
兼
輔
の
代
表
歌
で
あ
る

｢

人
の
親
の
心
は
闇
に

あ
ら
ね
ど
も
子
を
思
ふ
道
に
ま
ど
ひ
ぬ
る
か
な｣

(『

後
撰
集』)

を
引

歌
と
し
て
三
回
も
用
い
て
い
る
ほ
ど
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、

実
は

『

源
氏
物
語』

に
語
ら
れ
る
時
代
は
、
兼
輔
が
活
躍
し
た
時
代
に

設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『

源
氏
物
語』

は
、
十
世
紀
の
前
半
、
醍
醐
・
村
上
天
皇
の
時
代
を

想
定
し
て
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
る
が
、
こ
の
時
代
は
、

の
ち
に

｢

延
喜
・
天
暦
の
治｣

と
仰
が
れ
た

｢

聖
代｣

で
、
天
皇
親
政

の
輝
か
し
い
時
期
で
あ
っ
た
。
し
か
も
こ
の
時
代
は
、
文
化
の
面
に
お

い
て
も
注
目
さ
れ
、
和
歌
が
新
た
な
息
吹
を
も
っ
て
復
活
し
、『

古
今

集』
『

後
撰
集』

が
相
次
い
で
編
纂
さ
れ
、『

竹
取
物
語』

『

土
左
日
記』

な
ど
物
語
文
学
・
日
記
文
学
の
原
型
が
出
現
す
る
な
ど
、
紀
貫
之
を
中

心
に
所
謂
平
安
文
学
が
創
始
さ
れ
た
活
気
あ
ふ
れ
る
時
代
で
も
あ
っ
た
。
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そ
の
時
代
に
あ
っ
て
兼
輔
は
、
歌
才
で
知
ら
れ
る
一
方
で
、『

聖
徳
太

子
伝
暦』

と
い
う
漢
文
体
の
伝
記
物
語
の
原
型
を
創
始
し
た
の
で
あ
っ

た
。こ

う
し
た
時
代
を
、
強
烈
に
意
識
し
て
い
た
の
が
紫
式
部
で
あ
る
。

式
部
は
、
紀
貫
之
や
藤
原
兼
輔
に
熱
い
敬
意
の
ま
な
ざ
し
を
向
け
て
い

た
は
ず
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
和
文
で
物
語
を
執
筆
し
よ
う
と
し
て
い

た
式
部
に
と
っ
て
、
漢
文
と
は
い
え
曾
祖
父
が
残
し
た
伝
記
物
語
は
決

定
的
な
存
在
と
し
て
揺
る
ぎ
な
い
価
値
を
も
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ

た
ろ
う
か
。

無
論
、
そ
う
は
い
う
も
の
の
、『

聖
徳
太
子
伝
暦』

の
作
者
を
兼
輔

と
す
る
藤
原
氏
の
説
に
対
し
て
は
、
近
年
に
至
り
阿
部
隆
一
、
飯
田
瑞

穂
、
坂
本
太
郎
各
氏
ら
か
ら
次
々
と
批
判
的
な
意
見
が
投
げ
か
け
ら

れ

(

12)

、
現
在
で
は
疑
問
視
す
る
向
き
が
多
い
の
も
事
実
で
あ
る
。

仮
に

『

聖
徳
太
子
伝
暦』

の
作
者
が
兼
輔
で
は
な
い
と
し
た
と
こ
ろ

で
、
当
面
の
私
の
主
張
に
些
か
の
支
障
も
来
た
し
は
し
な
い
が
、
私
と

し
て
は
、
兼
輔
に
対
す
る
敬
愛
、
そ
し
て

『

伝
暦』
に
対
す
る
紫
式
部

の
並
々
な
ら
ぬ
思
い
入
れ
か
ら
鑑
み
て
、『

伝
暦』
の
作
者
を
藤
原
兼

輔
と
す
る
学
説
は
ま
こ
と
に
魅
力
的
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
、『

聖
徳
太
子
伝
暦』

と

『

源
氏
物
語』

と
の
構
想
上
の
共
通

点
と
し
て
、
い
ず
れ
も
傑
出
し
た
人
物
の
詳
細
な
一
代
記
で
あ
る
こ
と
、

記
述
の
方
法
が
年
次
を
追
っ
た
編
年
体
で
あ
る
こ
と
、
主
人
公
の
死
後

も
子
孫
の
こ
と
に
ま
で
記
述
が
及
ん
で
い
る
こ
と
、
記
述
の
対
象
と
な
っ

て
い
る
年
数
が
一
致
し
て
い
る
こ
と
、
多
く
の
文
献
を
踏
ま
え
な
が
ら

も

『

日
本
書
紀』

を
原
典
と
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
述
べ
て
き
た
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、『

聖
徳
太
子
伝
暦』

は

『

源
氏
物
語』

が
作
品
と

し
て
成
立
す
る
に
あ
た
っ
て
、
か
け
が
え
の
な
い
存
在
だ
っ
た
こ
と
が

理
解
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

三

物
語
論
と
伝
暦

と
こ
ろ
で
、『

聖
徳
太
子
伝
暦』

が

『

源
氏
物
語』

に
与
え
た
影
響

は
、
こ
れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
物
語
の
全
体
に
関
わ
る
大
き
な

枠
組
み
や
構
成
と
い
っ
た
外
的
な
面
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、
実
は
物
語
の

内
部
に
ま
で
及
ん
で
い
る
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
物

語
と
は
何
か
と
い
っ
た
物
語
の
核
と
な
る
概
念
、
物
語
観
に
ま
で

『

聖

徳
太
子
伝
暦』

の
影
響
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
こ
で
、
こ
こ
で
は

『

源
氏
物
語』

の
な
か
で
展
開
さ
れ
る
著
名
な

｢

物
語
論｣

を
取
り
上
げ
、『

聖
徳
太
子
伝
暦』

と
こ
の

｢

物
語
論｣

と

を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、『

聖
徳
太
子
伝
暦』

の

『

源
氏
物
語』

に
及
ぼ
し
た
影
響
が
如
何
に
深
く
、
本
質
的
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
明

ら
か
に
し
て
み
た
い
と
思
う
。

『

源
氏
物
語』

の

｢

物
語
論｣

は
、
第
一
部

｢

蛍｣

の
巻
に
お
い
て

展
開
さ
れ
て
い
る
。
五
月
雨
の
頃
、
晴
れ
や
ら
ぬ
所
在
な
さ
に
、
明
け

て
も
暮
れ
て
も
物
語
を
読
ん
だ
り
書
き
写
し
た
り
し
て
い
る
玉
鬘
の
も

と
に
光
源
氏
が
訪
れ
、
玉
鬘
を
相
手
に
物
語
談
義
に
興
ず
る
場
面
で
あ

る
。
全
体
は
物
語
の
主
人
公
で
あ
る
光
源
氏
の
口
を
通
し
て
語
ら
れ
て

は
い
る
も
の
の
、『

源
氏
物
語』

と
い
う
物
語
の
な
か
で
展
開
さ
れ
る

｢

物
語
論｣

で
あ
る
だ
け
に
、
物
語
に
寄
せ
る
紫
式
部
の
真
率
な
肉
声

を
感
得
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
部
分
だ
と
言
え
よ
う
。

私
は
、
こ
の

｢

物
語
論｣

に

『

聖
徳
太
子
伝
暦』

の
物
語
と
し
て
の

姿
勢
が
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

以
下
、
そ
の
こ
と
を

『

聖
徳
太
子
伝
暦』

の

｢

跋
文｣

に
よ
っ
て
説

明
し
て
み
た
い
と
思
う
。

『

聖
徳
太
子
伝
暦』

の

｢

跋
文｣

に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
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聖
徳
太
子
、
入
胎
之
始
、
在
世
之
行
、
薨
後
之
事
、
日
本
書
記
、

在
二

四
天
王
寺
壁
一

。
聖
徳
太
子
伝
、
并
無
名
氏
撰
伝
補
闕
記
等
、

其
載
二

大
概
一

、
不
レ

尽
二

委
曲
一

。
而
今
遇
二

難
波
百
済
寺
老
僧
一

、

出
二

古
老
録
伝
太
子
行
事
、
奇
蹤
之
書
三
巻
一

。
与
二

四
巻
暦
録
一

、

比
二

�
年
暦
一

、
一
不
レ

誤
。
余
情
大
悦
、
載
二

此
一
暦
一

。
恐
以
二

言

不
�

経
、
覧
者
致
レ

哂
。
庶
幾
不
レ

遺
二

小
説
一

、
貽
二

彼
聖
跡
一

。
豈

以
輙
潤
二

色
妙
徳
一

乎
。

賛
曰
、微

哉
仏
法

杏
矣
玄
風

過
去
無
レ

始

当
来
無
レ

終

託
レ

生
錬
レ

骨

現
レ

死
還
レ

躬

歴
二

渉
沙
界
一

徽
猷
�
レ

窮

我
伊
太
子

降
二

跡
王
宮
一

垂
二

化
後
世
一

知
之
有
レ

通

奇
蹤
妙
轍

遺
習
二

緇
衆
一

拾
集
成
レ

巻

庶
伝
二

幼
童
一

聖
徳
太
子
、
入
胎
の
初
め
、
在
世
の
行
、
薨こ

う

じ
た
ま
ひ
て
後
の
事
、

日
本
書
記
、
四
天
王
寺
の
壁
に
在
り
。
聖
徳
太
子
の
伝
、
并
せ
て

無
名
氏
の
撰
し
伝
へ
た
る
補
闕
記
等
は
、
其
れ
大
概
を
載
せ
て
、

委
曲
を
尽
く
さ
ず
。
而し

か

る
に
今
、
難
波
の
百
済

く

だ

ら

寺
の
老
僧
に
遇
う

に
、
古
老
の
録
し
伝
へ
た
る
太
子
の
行
事
、
奇き

蹤
し
よ
う

の
書
三
巻
を

出い
だ

せ
り
。
四
巻
の
暦
録
と
、
年
暦
を
比
�
す
る
に
、
一
つ
も
誤
ら

ず
。
余
が
情

こ
こ
ろ

大
に
悦
て
、
此
の
一
暦
に
載
す
。
恐
ら
く
は
言
の

経
と
と
の
を

ら
ざ
る
を
以
て
、
覧み

ん
者

哂
あ
ざ
け
り

を
致い

た

さ
ん
こ
と
を
。
庶こ

い

幾ね
が

は

く
は
、
小
説
を
遺す

て
ず
、
彼
の
聖
跡
を
貽の

こ

さ
ん
。
豈
に
以
て
輙

た
や
す

く
妙
徳
を
潤
色
す
る
の
み
な
ら
ん
乎や

。

賛
に
曰
く
、

微
な
る
哉か

な

仏
法
、
杏

は
る
か

な
る
矣か

な

玄
風
。

過
去
、
始
め
無
く
、
当
来
、
終
り
無
し
。

生
を
託
し
骨
を
錬れ

ん

ず
、
死
を
現
じ
躬
を
還
す
。

沙
界
を
歴へ

渉わ
た

つ
て
、
徽き

猷ゆ
う

窮き
は

め
�

が
た

し
。

我
が
伊こ

の
太
子
、
跡
を
王
宮
に
降く

だ

し
、

化
を
後
世
に
垂た

れ
、
知
ぬ
之
れ
通
有
り
と
い
ふ
こ
と
を
。

奇き

蹤
し
よ
う

妙べ
う

轍て
つ

に
し
て
、
遺の

こ

し
て
緇し

衆し
う

に
習
は
し
め
ん
と
し
て
、

拾
ひ
集
め
て
巻
と
成
せ
り
。
庶

こ
ひ
ね
がは

く
は
幼
童
に
伝
へ
ん

(

13)

。

こ
の

｢

跋
文｣

を
読
む
と
、『

聖
徳
太
子
伝
暦』

の
作
者
が

『

伝
暦』

を
執
筆
す
る
に
至
っ
た
動
機
や
そ
の
経
緯
を
詳
細
に
知
る
こ
と
が
で
き

る
。こ

れ
に
よ
る
と

『

伝
暦』

は
、
執
筆
の
動
機
に
つ
い
て

｢

奇き

蹤
し
よ
う

妙べ
う

轍て
つ

に
し
て
、
遺の

こ

し
て
緇し

衆し
う

に
習
は
し
め
ん
と
し
て
、
拾
ひ
集
め
て
巻
と

成
せ
り｣

と
記
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
聖
徳
太
子
の
事
績
が
余
り
に
も

す
ば
ら
し
い
も
の
な
の
で
、
そ
れ
を
書
き
残
し
て
僧
侶
た
ち
に
学
ば
せ

よ
う
と
思
っ
て
一
巻
を
成
し
た
の
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
言
い
換
え

れ
ば
、『

伝
暦』

の
作
者
が
聖
徳
太
子
と
い
う
不
世
出
の
人
物
に
深
い

感
銘
を
受
け
、
そ
れ
を
人
に
も
語
り
伝
え
な
い
で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た

た
め
に
筆
を
執
っ
た
作
品
が

『

伝
暦』

で
あ
っ
た
、
と
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

物
語
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
姿
勢
は
、『

源
氏
物
語』

に
お
け
る

｢
物
語
論｣

の
な
か
に
も
見
出
す
こ
と
が
出
来
よ
う
。

そ
の
人
の
上
と
て
、
あ
り
の
ま
ま
に
言
ひ
出
づ
る
こ
と
こ
そ
な
け

れ
、
よ
き
も
あ
し
き
も
、
世
に
経ふ

る
人
の
あ
り
さ
ま
の
、
見
る
に

も
飽
か
ず
聞
く
に
も
あ
ま
る
こ
と
を
、
後
の
世
に
も
言
ひ
伝
へ
さ

せ
ま
ほ
し
き
ふ
し
ぶ
し
を
、
心
に
籠こ

め
が
た
く
て
言
ひ
お
き
は
じ
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め
た
る
な
り
。

(｢

蛍｣

の
巻
、
二
一
二
頁)

(

14)

そ
も
そ
も
物
語
と
い
う
も
の
は
、
誰
そ
れ
の
身
の
上
の
こ
と
と
決
め

て
、
あ
り
の
ま
ま
に
語
る
こ
と
こ
そ
な
い
に
し
て
も
、
良
い
こ
と
で
あ

れ
悪
い
こ
と
で
あ
れ
、
世
を
生
き
て
ゆ
く
人
の
有
様
で
、
見
て
も
見
飽

き
ず
、
聞
い
て
も
聞
き
流
し
に
で
き
な
い
こ
と
、
後
の
世
に
も
語
り
伝

え
た
い
数
々
の
事
柄
を
、
心
ひ
と
つ
に
包
み
き
れ
ず
に
、
書
き
留
め
て

お
い
た
の
が
始
ま
り
な
の
で
す
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

式
部
は
こ
こ
で
、
或
る
特
定
の
人
物
の｢

世
に
経ふ

る
人
の
あ
り
さ
ま｣

、

つ
ま
り
こ
の
世
に
生
き
る
姿
に
感
動
し
て
、｢

見
る
に
も
飽
か
ず
聞
く

に
も
あ
ま
る
こ
と｣

、
そ
し
て

｢
後
の
世
に
も
言
ひ
伝
へ
さ
せ
ま
ほ
し

き
ふ
し
ぶ
し｣

を
、
自
分
ひ
と
り
の
心
に
納
め
て
お
く
こ
と
が
で
き
な

い
た
め
に
書
き
記
し
た
も
の
が
物
語
の
そ
も
そ
も
の
始
ま
り
な
の
だ
、

と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
物
語
に
対
す
る
式
部
の
こ
の
よ
う
な
考
え

方
は
、『

聖
徳
太
子
伝
暦』

の

｢

跋
文｣

に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
た

こ
と
と
共
通
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

『

伝
暦』

の
執
筆
が
聖
徳
太
子
と
い
う
優
れ
た
人
物
の
事
績
に
感
動

し
た
た
め
で
あ
っ
た
よ
う
に
、｢

物
語
論｣

も
ま
た
特
筆
す
べ
き
人
物

の
生
き
方
に
感
銘
を
受
け
、
触
発
さ
れ
た
こ
と
に
物
語
の
出
発
点
を
置

い
て
い
る
。
そ
し
て
、『

伝
暦』

が
そ
の
尊
く
も
す
ば
ら
し
い
生
涯
を

人
に
語
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
衝
動
に
駆
ら
れ
て
書
き
出
さ
れ
た
よ
う

に
、｢

物
語
論｣

も
ま
た
そ
の
人
物
の
生
き
て
ゆ
く
あ
り
さ
ま
を
誰
か

に
語
り
伝
え
た
い
と
い
う
点
に
物
語
執
筆
に
至
る
そ
も
そ
も
の
動
機
を

見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。｢

後
の
世
に
も
言
ひ
伝
へ
さ
せ
ま
ほ
し｣

と
い
う

｢

物
語
論｣

の
条
り
は
、『

伝
暦』

に
い
う

｢

庶
こ
ひ
ね
が

は
く
は
幼

童
に
伝
へ
ん｣

と
い
う
一
節
と
照
応
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
す
な
わ

ち
、『

聖
徳
太
子
伝
暦』

と

『

源
氏
物
語』

の

｢

物
語
論｣

は
、
或
る

感
銘
深
い
人
物
の
生
き
方
を
自
分
の
心
ひ
と
つ
に
秘
め
か
ね
て
後
の
世

に
語
り
伝
え
た
も
の
な
の
だ
、
と
い
う
物
語
執
筆
の
動
機
に
お
い
て
一

致
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、『

伝
暦』

は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

｢

恐
ら
く
は
言
の

経
と
と
の
を

ら
ざ
る
を
以
て
、
覧み

ん
者

哂
あ
ざ
け
り

を
致い

た

さ
ん
こ

と
を
。
庶こ

い

幾ね
が

は
く
は
、
小
説
を
遺す

て
ず
、
彼
の
聖
跡
を
貽の

こ

さ
ん
。
豈
に

以
て
輙

た
や
す

く
妙
徳
を
潤
色
す
る
の
み
な
ら
ん
乎や｣

、
つ
ま
り
、
自
分
の
こ

の
雑
然
と
し
て
ま
と
ま
り
の
な
い
文
章
を
見
て
、
人
々
は
き
っ
と
嘲
る

こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
私
の
願
い
は
、
取
る
に
足
り
な
い
と
思
わ
れ

る
事
柄
を
も
捨
て
る
こ
と
な
く
記
し
、
太
子
の
偉
大
な
事
績
を
残
す
こ

と
に
あ
る
。
ど
う
し
て
安
易
に
潤
色
を
加
え
る
だ
け
だ
ろ
う
か
、
と
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、『

伝
暦』

は
何
よ
り
も
太
子
の
聖
な
る
事
績
を
残

す
こ
と
を
重
ん
じ
、
そ
の
た
め
に
は
文
章
の
乱
れ
を
も
厭
わ
ず
、｢

小

説｣

つ
ま
り
、
取
る
に
足
り
な
い
事
柄
や
他
愛
な
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
ま
で

を
も
敢
え
て
記
し
た
作
品
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
つ
ま
り
こ

こ
に
は
、
貪
欲
な
ま
で
に
真
実
を
追
求
し
よ
う
と
す
る
物
語
執
筆
上
の

姿
勢
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
事
実
、『

伝
暦』

は
、
太
子
に
関

す
る
荒
唐
無
稽
な
奇
瑞
や
神
秘
的
な
伝
説
を
憚
る
こ
と
な
く
集
め
て
記

す
こ
と
を
大
き
な
特
徴
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
一
部
の
歴
史
家
か

ら
は
、
は
な
は
だ
信
憑
性
に
欠
け
る
と
い
う
理
由
で
、
太
子
に
関
す
る

｢

尤
も
不
確
実
な
る
書｣

(

15)

の
一
つ
に
数
え
上
げ
ら
れ
て
い
る
ほ
ど

な
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
、『

伝
暦』

の
作
者
に
依
れ
ば
、
あ

く
ま
で
も
太
子
の
聖
な
る
事
績
を
後
世
に
伝
え
ん
が
た
め
に
記
し
た
も

の
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
に
は
、
他
愛
な
い

事
柄
や
信
じ
難
い
出
来
事
を
も
敢
え
て
そ
の
ま
ま
記
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

か
え
っ
て
太
子
の
真
実
に
感
動
を
も
っ
て
肉
薄
し
よ
う
と
す
る
、
伝
記

物
語
作
家
の
果
敢
な
手
法
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
れ
と
よ
く
似
た
表
現
を
、『

源
氏
物
語』

の

｢

物
語
論｣

の
な
か
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に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
い
つ
は
り
ど
も
の
中
に
、
げ
に
さ
も
あ
ら
む
と
あ
は
れ
を
見

せ
、
つ
き
づ
き
し
く
つ
づ
け
た
る
、
は
た
、
は
か
な
し
ご
と
と
知

り
な
が
ら
、
い
た
づ
ら
に
心
動
き
、(

中
略)

い
と
あ
る
ま
じ
き

こ
と
か
な
と
見
る
見
る
、
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
く
と
り
な
し
け
る
が

目
お
ど
ろ
き
て
、
静
か
に
ま
た
聞
く
た
び
ぞ
、
憎
け
れ
ど
ふ
と
を

か
し
き
ふ
し
あ
ら
は
な
る
な
ど
も
あ
る
べ
し
。

(｢

蛍｣

の
巻
、
二
一
一
頁)

物
語
の
こ
う
し
た
数
々
の
作
り
話
の
中
に
も
、
な
る
ほ
ど
そ
ん
な
こ

と
も
あ
ろ
う
か
と
し
み
じ
み
と
し
た
人
情
の
機
微
を
見
せ
、
尤
も
ら
し

く
書
き
つ
づ
け
て
あ
る
の
は
、
一
方
で
は
他
愛
も
な
い
こ
と
と
承
知
し

な
が
ら
も
、
無
闇
に
心
が
動
く
も
の
で
、
全
く
あ
り
そ
う
も
な
い
こ
と

だ
な
と
思
い
な
が
ら
読
み
進
め
て
ゆ
く
う
ち
に
、
大
袈
裟
に
書
い
て
あ

る
の
で
目
を
見
張
り
、
落
ち
着
い
て
も
う
一
度
聞
く
時
に
は
、
こ
ん
な

こ
と
が
あ
る
も
の
か
と
腹
立
た
し
く
な
り
ま
す
が
、
そ
う
し
た
中
に
も
、

思
い
が
け
ず
、
ふ
と
感
心
さ
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
、
明
ら
か
に
語
ら
れ

て
い
る
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
式
部
は
、
奇
跡
や
俄
か
に
は
信
じ
難
い
話
も
、
嘘
い
つ
わ
り

だ
と
し
て
捨
て
去
る
の
で
は
な
く
、
取
る
に
足
り
な
い
、
他
愛
な
い
事

柄
も
そ
の
ま
ま
記
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
の
目
を
引
き
、
し
み
じ
み
と

感
動
さ
せ
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
、
そ
れ
を
記
す
の
が
物
語
な
の
だ
、
と

言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、｢

小
説
を
遺す

て
ず
、
彼
の
聖

跡
を
貽の

こ

さ
ん
。
豈
に
以
て
輙

た
や
す

く
妙
徳
を
潤
色
す
る
の
み
な
ら
ん
乎や｣

と
い
う

『

伝
暦』

の
精
神
そ
の
ま
ま
だ
と
言
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、

『

聖
徳
太
子
伝
暦』

と

『

源
氏
物
語』

の

｢

物
語
論｣

は
、
物
語
執
筆

の
内
容
に
お
い
て
も
一
致
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
ま
た
、
さ
ら
に

『

伝
暦』

は
、
次
の
よ
う
に
記
す
の
で
あ
る
。

｢

聖
徳
太
子
、
入
胎
の
初
め
、
在
世
の
行
、
薨こ

う

じ
た
ま
ひ
て
後
の
事
、

日
本
書
記
、
四
天
王
寺
の
壁
に
在
り
。
聖
徳
太
子
の
伝
、
并
せ
て
無
名

氏
の
撰
し
伝
へ
た
る
補
闕
記
等
は
、
其
れ
大
概
を
載
せ
て
、
委
曲
を
尽

く
さ
ず
。
而し

か

る
に
今
、
難
波
の
百
済

く

だ

ら

寺
の
老
僧
に
遇
う
に
、
古
老
の
録

し
伝
へ
た
る
太
子
の
行
事
、
奇き

蹤
し
よ
う

の
書
三
巻
を
出い

だ

せ
り
。
四
巻
の
暦

録
と
、
年
暦
を
比
�
す
る
に
、
一
つ
も
誤
ら
ず
。
余
が
情

こ
こ
ろ

大
に
悦
て
、

此
の
一
暦
に
載
す｣

、
つ
ま
り
、
聖
徳
太
子
が
身
籠
っ
た
こ
と
か
ら
、

在
世
中
の
事
績
、
亡
く
な
っ
て
後
の
こ
と
な
ど
を
記
し
た

『

日
本
書
紀』

や
四
天
王
寺
の
壁
に
あ
る

『

聖
徳
太
子
伝』

、
ま
た
作
者
不
詳
の

『

上

宮
聖
徳
太
子
伝
補
闕
記』

な
ど
は
、
い
ず
れ
も
あ
ら
ま
し
を
述
べ
た
だ

け
で
、
事
細
か
に
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
兼
ね
が
ね
不
満
だ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
最
近
、
難
波
に
あ
る
百
済
寺
の
老
僧
に
会
っ
た
と
こ
ろ
、
古

老
が
伝
録
し
た
聖
徳
太
子
の
事
績
を
記
す
三
巻
の
書
を
見
せ
ら
れ
た
。

こ
れ
を

『

暦
録』

四
巻
の
年
譜
と
比
較
し
て
み
る
と
、
全
く
相
違
が
見

あ
た
ら
な
い
。
そ
こ
で
私
は
、
大
変
に
喜
ん
で
そ
の
資
料
を
本
書
に
記

し
た
の
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
私
が
特
に
注
目
し
た
い
の
は
、『

聖
徳
太
子
伝
暦』

の
作
者

が
、『

日
本
書
紀』

を
は
じ
め
と
す
る
こ
れ
ま
で
の
諸
々
の
太
子
伝
が
、

ど
れ
も
こ
れ
も

｢

大
概
を
載
せ
て
、
委
曲
を
尽
く｣

し
て
い
な
い
た
め

に
記
し
た
の
が
本
書
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
こ
れ
に

よ
れ
ば
、『

聖
徳
太
子
伝
暦』

と
い
う
書
物
は
、｢

委
曲
を
尽
く
す｣

た

め
に
書
か
れ
た
書
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、

｢
委
曲
を
尽
く
す｣

と
い
う
こ
と
こ
そ
が
、『

伝
暦』

執
筆
の
ね
ら
い
、

本
意
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
記
述
を
読
む
と
、
真
っ
先
に
想
起
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
が
、

『

源
氏
物
語』
の

｢

物
語
論｣

の
な
か
で
も
殊
に
知
ら
れ
た
次
の
一
節

で
あ
る
。
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日に

本ほ
ん

紀ぎ

な
ど
は
た
だ
か
た
そ
ば
ぞ
か
し
。
こ
れ
ら
に
こ
そ
道
々

み
ち
み
ち

し

く
く
は
し
き
こ
と
は
あ
ら
め
。

(｢

蛍｣

の
巻
、
二
一
二
頁)

『

日
本
書
紀』

な
ど
は
ほ
ん
の
一
面
に
し
か
す
ぎ
な
い
も
の
で
す
。

こ
れ
ら
物
語
に
こ
そ
、
か
え
っ
て
真
理
を
含
み
、
委
細
を
尽
く
し
た
事

柄
が
書
か
れ
て
あ
る
の
で
し
ょ
う
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
式
部
が
い
う

『

日
本
書
紀』

は
、
私
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、

『

源
氏
物
語』

が
源
泉
と
し
て
踏
ま
え
て
い
る

『

日
本
書
紀』

の
神
話

を
直
接
に
は
意
味
し
、
そ
の
神
話
と

『

源
氏
物
語』

と
の
相
違
と
を
述

べ
て
い
る
の
が
こ
の
一
節
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
る
の
だ
が
、
今
そ
れ
を

『

日
本
書
紀』

と

『

聖
徳
太
子
伝
暦』
と
の
関
係
に
置
き
換
え
て
読
み

直
す
こ
と
も
可
能
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

『

日
本
書
紀』

に
記
さ
れ
た

｢

太
子
伝｣
は
、
太
子
と
い
う
人
間
を

伝
え
る
ほ
ん
の
一
面
で
し
か
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
太
子
に
関
す

る
事
柄
を
つ
ぶ
さ
に
記
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
太
子
の
真
実
を
活
写
し
、

太
子
に
対
す
る
親
し
み
と
共
感
と
を
読
者
に
い
だ
か
せ
る
よ
う
な
も
の
、

そ
れ
こ
そ
が
物
語
と
い
う
も
の
で
は
な
い
の
か
。
言
葉
を
換
え
て
言
え

ば
、
虚
実
に
わ
た
っ
て

｢

委
曲
を
尽
く
す｣

も
の
が
物
語
で
あ
り
、
そ

れ
こ
そ
が
物
語
の
本
領
な
の
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考

え
る
な
ら
ば
、｢

日
本
紀
な
ど
は
た
だ
か
た
そ
ば
ぞ
か
し
。
こ
れ
ら
に

こ
そ
道
々
し
く
く
は
し
き
こ
と
は
あ
ら
め｣

と
い
う

｢

物
語
論｣

の
一

節
は
、
や
は
り

『

日
本
書
紀』

を
源
泉
と
し
て
成
立
し
た

『

聖
徳
太
子

伝
暦』

を
置
い
て
み
た
時
に
、
実
に
し
っ
く
り
と
合
点
で
き
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、『

聖
徳
太
子
伝
暦』

と

『

源
氏
物
語』

の

｢

物
語
論｣

と
は
、
物
語
の
最
も
本
質
的
な
部
分
で
あ
る
執
筆
の
態
度

に
お
い
て
も
見
事
に
一
致
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、『

聖
徳
太
子
伝
暦』

と
い
う
書
物
は
、
後

世
に
最
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
物
語
の
一
つ
で
、
人
々
の
太
子
観
は

こ
の
書
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
、
以
後
の
太
子
信
仰
は
こ
の
書
か
ら
発
し

た
と
ま
で
言
わ
れ
て
い
る
作
品
で
あ
る
。
紫
式
部
は
、
そ
う
し
た

『

聖

徳
太
子
伝
暦』

と
い
う
書
物
か
ら

｢

物
語｣

の
も
つ
圧
倒
的
な
影
響
力

と
限
り
な
い
可
能
性
と
を
学
ん
だ
の
で
は
な
か
っ
た
か
。『

聖
徳
太
子

伝
暦』

と
い
う
作
品
が
、｢

物
語｣

の
枠
を
越
え
、
ひ
と
つ
の
信
仰
を

飛
躍
的
に
増
幅
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
聖
典
の
如
く
崇
め
ら
れ
て
い
っ

た
過
程
は
、
式
部
に
、『

日
本
書
紀』

な
ど
の
歴
史
書
に
は
到
底
及
ぶ

こ
と
の
で
き
な
い
、｢

物
語｣

の
孕
む
絶
対
的
な
力
を
知
ら
し
め
た
筈

で
あ
る
。
物
語
は
、
真
実
に
一
番
近
づ
く
こ
と
が
出
来
る
。
そ
し
て
、

物
語
に
は
人
の
心
を
揺
り
動
か
す
絶
大
な
力
が
あ
る
。
式
部
は
、
そ
の

こ
と
を

『

伝
暦』

か
ら
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、｢

物
語｣

に
対
す
る
不

動
の
確
信
を
心
中
に
獲
得
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

『

日
本
紀』

な
ど
は
ほ
ん
の
一
面
に
し
か
す
ぎ
ず
、
物
語
に
こ
そ
委

曲
を
尽
く
し
た
真
実
が
あ
る

。

物
語
に
対
す
る
確
固
た
る
信
念
を
も
っ
て
、
式
部
が
、
こ
こ
ま
で
断

言
で
き
た
の
は
、
単
な
る
ひ
と
つ
の

｢

物
語｣

が
、
熱
狂
的
に
人
心
を

動
か
し
、
圧
倒
的
な
影
響
力
を
後
世
に
及
ぼ
し
た

『

聖
徳
太
子
伝
暦』

と
い
う
見
事
な
実
例
を
目
の
当
た
り
に
し
て
い
た
か
ら
に
相
違
な
い
。

す
な
わ
ち
、
紫
式
部
の

｢

物
語｣

に
寄
せ
る
絶
対
の
確
信
こ
そ
、『

聖

徳
太
子
伝
暦』

が
式
部
に
も
た
ら
し
た
最
大
の
も
の
だ
っ
た
と
言
う
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

以
上
、『

聖
徳
太
子
伝
暦』

と

『

源
氏
物
語』

の

｢

物
語
論｣

と
を

比
較
し
て
み
た
。

こ
れ
ら
を
要
約
す
る
と
、『

聖
徳
太
子
伝
暦』

の

｢

跋
文｣

と

『

源

氏
物
語』
の

｢

物
語
論｣

は
、
或
る
感
銘
深
い
人
物
の
生
き
方
を
後
世

に
語
り
伝
え
た
い
と
い
う
物
語
執
筆
の
動
機
に
お
い
て
、
ま
た
俄
か
に

は
信
じ
難
い
話
や
他
愛
な
い
事
柄
も
そ
の
ま
ま
に
記
す
と
い
う
物
語
執
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筆
の
内
容
に
お
い
て
、
そ
し
て

｢

委
曲
を
尽
く
す｣

と
い
う
こ
と
を
本

領
と
す
る
物
語
執
筆
の
態
度
に
お
い
て
、
見
事
に
一
致
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、『

聖
徳
太
子
伝
暦』

が

『

源
氏
物
語』

の
成
立
に

及
ぼ
し
た
影
響
は
、
物
語
の
枠
組
み
や
構
成
と
い
っ
た
外
的
な
面
だ
け

に
止
ま
ら
ず
、
物
語
観
と
い
っ
た
物
語
の
内
奥
深
く
に
ま
で
及
ん
で
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
意
味
で

『

聖
徳
太
子
伝
暦』

と
い
う
作
品
は
、

『

源
氏
物
語』

に
物
語
の

｢

い
の
ち｣

を
も
た
ら
し
、『

源
氏
物
語』

を

こ
の
世
に
生
み
出
す
に
至
っ
た
、『

源
氏
物
語』

の

｢

母
胎｣

だ
っ
た

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

四

異
郷
の
祖

さ
て
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
聖
徳
太
子
は
、『

源
氏
物

語』

の
成
立
に
と
っ
て
欠
く
こ
と
の
出
来
な
い
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
あ
た
か
も
、
ス
サ
ノ
ヲ
ノ
ミ
コ
ト
に
匹
敵
す
る
程
の
重
要
さ
だ
っ

た
と
言
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
ス
サ
ノ
ヲ
が
本
質
的
な
モ
デ
ル
と
し
て

光
源
氏
を
支
え
て
い
た
よ
う
に
、
聖
徳
太
子
も
ま
た
光
源
氏
の
も
う
一

方
の
面
を
支
え
る
か
け
が
え
の
な
い
モ
デ
ル
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
ス
サ
ノ
ヲ
と
聖
徳
太
子
は
光
源
氏
を
間
に
は
さ
ん
で
、
ま
さ
に

『

源
氏
物
語』

の
二
本
柱
と
し
て
並
び
立
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
出

来
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
れ
に
し
て
も
紫
式
部
は
、
何
故
、
光
源
氏
と
い
う
人
物
を
造
型
す

る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
根
本
に
ス
サ
ノ
ヲ
と
聖
徳
太
子
と
い
う
異
色
な

取
り
合
わ
せ
の
人
物
を
敢
え
て
選
び
取
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ス
サ
ノ
ヲ
と
聖
徳
太
子
と
い
う
と
、
一
見
何
の
つ
な
が
り
も
な
い
か

の
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。
確
か
に
、
ス
サ
ノ
ヲ
は
神
話
に

登
場
す
る
神
で
あ
り
、
他
方
聖
徳
太
子
は
歴
史
に
名
を
残
す
実
在
の
人

物
で
あ
っ
て
、
そ
の
相
違
は
甚
だ
し
い
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。
し

か
し
、
こ
の
二
人
の
人
物
の
間
に

『

源
氏
物
語』

と
い
う
作
品
を
置
い

て
み
る
と
、
何
ら
の
つ
な
が
り
も
な
い
か
に
思
え
る
両
者
に
も
、
実
は

い
く
つ
か
の
重
要
な
共
通
点
を
見
出
す
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
ス
サ
ノ
ヲ
と
聖
徳
太
子
は
、
い
ず
れ
も

『

日
本
書
紀』

に
登

場
し
て
い
る
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
。

ス
サ
ノ
ヲ
は

『

日
本
書
紀』

巻
第
一

｢

神
代
上｣

に
登
場
し
、
日
本

神
話
を
代
表
す
る
英
雄
神
と
し
て
そ
の
活
躍
が
描
か
れ
て
い
る
。
一
方
、

聖
徳
太
子
は

『

日
本
書
紀』

巻
第
二
十
一

｢

用
明
天
皇｣

の
巻
以
降
に

登
場
し
、｢

推
古
天
皇｣

の
巻
を
中
心
に
多
く
の
記
述
が
な
さ
れ
て
い

る
。
ス
サ
ノ
ヲ
の
場
合
に
は
、『

日
本
書
紀』

の
ほ
か
に

『

古
事
記』

に
も
登
場
し
、
そ
の

｢

上
つ
巻｣

に
活
躍
が
も
の
語
ら
れ
て
い
る
が
、

聖
徳
太
子
の
場
合
に
は
、『

古
事
記』

｢

下
つ
巻｣

用
明
天
皇
の
条
に
、

そ
の
皇
子
の
名
と
し
て

｢

上
か
み
つ

宮
み
や
の

厩
う
ま
や

戸と
の

豊と
よ

聡と

耳
み
み
の

命
み
こ
と｣

と
あ
る
ば
か

り
で
、
推
古
天
皇
の
条
に
は
一
切
記
さ
れ
て
い
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、

ス
サ
ノ
ヲ
と
聖
徳
太
子
が
登
場
し
、
そ
の
活
躍
が
記
さ
れ
て
い
る
共
通

の
書
物
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、『

古
事
記』

で
は
な
く
、
や
は
り

『

日
本
書
紀』

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

『

日
本
書
紀』

が

『

源
氏
物
語』

に
と
っ
て
最
も
本
質
的
な
源
泉
で

あ
る
と
考
え
る
私
に
と
っ
て
、
光
源
氏
の
モ
デ
ル
で
あ
る
ス
サ
ノ
ヲ
と

聖
徳
太
子
が
い
ず
れ
も

『

日
本
書
紀』

に
登
場
し
、
そ
の
活
躍
が
描
か

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
極
め
て
重
要
な
事
柄
だ
と
思
わ
れ
る
。

次
に
、
ス
サ
ノ
ヲ
と
聖
徳
太
子
は
い
ず
れ
も
天
皇
の
血
統
、
皇
統
に

つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
。

聖
徳
太
子
は
、
第
三
十
一
代
用
明
天
皇
の
皇
子
と
し
て
生
ま
れ
、
叔

母
で
あ
る
推
古
天
皇
の
皇
太
子
を
務
め
た
人
物
で
、
天
皇
の
血
筋
に
つ

な
が
る
、
皇
族
の
代
表
的
な
人
物
だ
と
言
え
る
。
他
方
ス
サ
ノ
ヲ
は
、

皇
室
の
祖
で
あ
る
ア
マ
テ
ラ
ス
オ
ホ
ミ
カ
ミ
が
実
の
姉
で
あ
る
と
こ
ろ
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か
ら
、
や
は
り
皇
族
に
連
な
る
立
場
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
こ
の
両
者
は
い
ず
れ
も
天
皇
家
の
血
筋

に
連
な
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
、
天
皇
の
皇
子
と
し
て
生
ま
れ
た
光
源
氏
を
中
心
に
皇
室
を
舞
台
に

展
開
さ
れ
る
、
皇
統
の
物
語
と
し
て
の
側
面
を
も
つ

『

源
氏
物
語』

に

と
っ
て
、
光
源
氏
の
モ
デ
ル
で
あ
る
ス
サ
ノ
ヲ
と
聖
徳
太
子
の
二
人
が

同
じ
よ
う
に
天
皇
家
の
血
筋
に
連
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
重
要
な
共
通

点
だ
と
思
わ
れ
る
。

以
上
、
ス
サ
ノ
ヲ
と
聖
徳
太
子
の
共
通
点
と
し
て
、
い
ず
れ
も

『

日

本
書
紀』

に
そ
の
活
動
が
記
載
さ
れ
て
い
る
点
、
そ
し
て
い
ず
れ
も
皇

統
に
連
な
る
人
物
で
あ
る
点
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
。
こ
れ
ら
の
共
通

点
は
、『

日
本
書
紀』

を
源
泉
と
し
、
天
皇
の
皇
子
で
あ
る
光
源
氏
を

中
心
に
天
皇
の
治
世
を
描
い
た

『

源
氏
物
語』

に
と
っ
て
、
極
め
て
意

義
深
い
事
柄
だ
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
ほ
か
に
、
実
は
さ
ら
に
重
要
な
共
通
点
が
ス
サ

ノ
ヲ
ノ
ミ
コ
ト
と
聖
徳
太
子
と
の
間
に
は
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
ス
サ
ノ
ヲ
と
聖
徳
太
子
と
が
い
ず
れ
も
そ
れ
ぞ
れ
の

｢

異

郷
の
祖｣

で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
両
者
は
、
同
じ
よ
う
に

そ
れ
ぞ
れ
の
異
郷
を
も
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
が

｢

異
郷
の
祖｣

と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

ス
サ
ノ
ヲ
の
場
合
は
、
神
話
的
世
界
観
に
よ
る
異
郷

｢

根
の
国｣
の

｢

祖｣

と
い
う
べ
き
存
在
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

日
本
神
話
に
依
れ
ば
、
ス
サ
ノ
ヲ
は

｢

根
の
国｣

に
渡
る
こ
と
を
ひ

た
す
ら
希
求
し
、
結
果
的
に
そ
れ
を
果
た
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
つ

ま
り
ス
サ
ノ
ヲ
は
、｢

根
の
国｣

と
い
う
異
郷
の
主
宰
神
と
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。『

古
事
記』

に
は
、｢

根
の
国｣

に
住
む
ス
サ
ノ
ヲ
が
、

八
十
神
に
迫
害
さ
れ
て
や
っ
て
来
た
大
国
主
に
試
練
を
施
し
、
葦
原
の

中
つ
国
を
統
治
す
る
に
相
応
し
い
資
格
を
獲
得
さ
せ
て
再
生
復
活
さ
せ

る
過
程
が
描
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
ス
サ
ノ
ヲ
は
、｢

根
の
国｣

と
い

う
神
話
的
世
界
を
統
治
す
る
異
郷
の

｢

祖｣

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
聖
徳
太
子
は
仏
教
的
世
界
観
に
よ
る
異
郷

｢

浄
土｣

の
日
本
に
お
け
る

｢

祖｣

と
い
う
べ
き
存
在
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ

う
。聖

徳
太
子
は
、
日
本
に
伝
わ
っ
て
間
も
な
い
仏
教
に
幼
い
こ
ろ
か
ら

親
し
み
、
生
涯
に
亘
っ
て
厚
い
信
仰
を
い
だ
き
つ
づ
け
た
人
物
で
あ
っ

た
。
そ
れ
ゆ
え
、
太
子
の
最
終
的
な
願
い
は
、
涅
槃
の
境
地
に
至
り
、

｢

浄
土｣

に
往
生
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
そ
の
こ
と

は
、
た
と
え
ば
、
太
子
の
身
辺
に
い
た
人
び
と
の
行
為
か
ら
も
窺
い
知

る
こ
と
が
で
き
る
。

聖
徳
太
子
が
病
の
床
に
就
い
た
時
、
そ
の
妻
子
た
ち
が
太
子
の
病
気

平
癒
を
願
っ
て
発
願
し
、
そ
の
死
後
、
太
子
の
冥
福
を
祈
っ
て
止
利
仏

師
に
造
ら
せ
た

｢

法
隆
寺
金
堂
釈
迦
三
尊
像｣

の
光
背
銘
に
は
、
次
の

よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

時
王
后
王
子
等
、
及
与
諸
臣
、
深
懐
愁
毒
、
共
相
発
願
、
仰
依
三

宝
、
当
造
釈
像
尺
寸
王
身
、
蒙
此
願
力
、
転
病
延
寿
、
安
住
世
間
、

若
是
定
業
、
以
背
世
者
、
往
登
浄
土
、
早
昇
妙
果

時
に
王
后
・
王
子
等
、
及ま

た

諸
臣
と
、
深
く
愁
毒
を
懐
き
、
共
に
相

発
願
す
ら
く

｢

仰
ぎ
て
三
宝
に
依
り
、
当
に
釈
像
の
尺
寸
王
身
な

る
を
造
る
べ
し
。
此
の
願
力
を
蒙
り
、
病
を
転
じ
て
寿
を
延
べ
、

世
間
に
安
住
せ
む
こ
と
を
。
若
し
是
れ
定
業
に
し
て
、
以
て
世
に

背
か
ば
、
往
き
て
浄
土
に
登
り
、
早
く
妙
果
に
昇
ら
む
こ
と
を｣

と

(

16)
。
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こ
れ
に
よ
れ
ば
、
太
子
の
妻
子
た
ち
は
太
子
と
等
身
大
の
釈
迦
像
を

造
り
、
そ
の
願
力
に
よ
っ
て
病
を
転
じ
、
寿
命
を
延
ば
し
て
ほ
し
い
と

願
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
不
幸
に
し
て
そ
の
願
い
が
叶
わ

ず
、
太
子
に
も
し
も
の
こ
と
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、｢

往
き
て
浄
土
に

登
り
、
早
く
妙
果
に
昇
ら
む
こ
と
を｣

と
祈
願
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
も
し
も
天
寿
に
よ
っ
て
こ
の
世
を
去
っ
た
な
ら
ば
、｢

浄
土｣

に
の
ぼ
り
、
仏
の
す
ぐ
れ
た
果
報
が
得
ら
れ
ま
す
よ
う
に
と
祈
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
る
な
ら
ば
、
少
な
く
と
も
近
親
者
の
間
で
は
、

太
子
は
死
後

｢

浄
土｣
に
お
も
む
く
は
ず
だ
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と

が
知
ら
れ
よ
う
。

有
名
な

｢

天
寿
国

て
ん
じ
ゅ
こ
く

繍
し
ゅ
う

帳
ち
ょ
う｣

は
、
そ
う
し
た
太
子
の
姿
を
具
体
的
に

図
像
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

太
子
の
没
後
、
太
子
の
妃
の
一
人
で
あ
っ
た

橘
た
ち
ば
な
の

大
郎
女

お
お
い
ら
つ
め

が
そ
の

死
を
嘆
い
て
、
太
子
が

｢

浄
土｣

に
い
ま
す
姿
を
図
像
に
描
い
て
偲
び

た
い
と
思
い
立
ち
、
祖
母
に
あ
た
る
推
古
天
皇
に
願
い
出
た
と
い
う
。

そ
の
経
緯
を
記
し
た

｢

天
寿
国
繍
帳｣

の
銘
文
が

『
上
宮
聖
徳
法
王
帝

説』

の
な
か
に
残
さ
れ
て
い
る
。

于
時
多
至

波
奈
大
女

郎
悲
哀
嘆

息
白
畏
天

皇
前
曰
啓

之
雖
恐
懐

心
難
止
使

我
大
王
与

母
王
如
期

従
遊
痛
酷

无
比
我
大

王
所
告
世

間
虚
仮
唯

仏
是
真
玩

味
其
法
謂

我
大
王
応

生
於
天
寿

国
之
中
而

彼
国
之
形

眼
所
�
看

�
因
図
像

欲
観
大
王

往
生
之
状

天
皇
聞
之

悽
然
告
曰

有
一
我
子

所
啓
誠
以

為
然
勅
諸

采
女
等
造

繍
帳
二
張

時
に
多た

至ち

波ば

奈な

大
女
郎

お
お
い
ら
つ
め

、
悲
哀
嘆
息
、
天
皇
の
前
に
畏

か
し
こ

み
白
し

て
曰
わ
く
、｢

之
を
啓も

う

す
は
恐
れ
あ
り
と
雖
も
、
懐お

も

う
心
止と

使ど

め

難
し
。
我
が
大
王
と
母
王
と
、
期
す
る
が
如
く
従
遊
す
。
痛
酷
比

た
ぐ
い

无な

し
。
我
大
王
告の

る
所
、
世
間
は
虚こ

仮け

、
唯た

だ

仏
の
み
是
れ
真
な
り

と
。
其
の
法
を
玩
味
す
る
に
、
謂お

も

え
ら
く
、
我
が
大
王
は
応
に
天

寿
国
の
中
に
生
ま
れ
て
あ
る
べ
し
。
而
れ
ど
も
彼
の
国
の
形
は
、

眼
に
看
�

が
た

き
所
な
り
。
�

ね
が

わ
く
は
、
図
像
に
因
り
て
、
大
王
の
往

生
の
状さ

ま

を
観
む｣

と
。
天
皇
之
を
聞
き
、
悽
然
と
し
て
告の

り
て
曰

わ
く

｢

一ひ
と

り
の
我
が
子
有
り
。
啓も

う

す
所
誠
に
以
て
然
り
と
為
す｣

と
。
諸

も
ろ
も
ろの

采
女
等
に
勅
し
て
、
繍

ぬ
い
の

帳
と
ば
り

二
張
を
造
ら
し
む

(

17)

。

こ
こ
で
橘
大
郎
女
は
、
亡
く
な
っ
た
太
子
は
き
っ
と

｢

天
寿
国｣

に

生
ま
れ
変
わ
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
国
は
肉
眼
で
見

る
こ
と
の
で
き
な
い
場
所
な
の
で
、
図
像
に
よ
っ
て
太
子
が
往
生
し
た

様
子
を
偲
び
た
い
、
と
言
っ
た
と
い
う
。
推
古
天
皇
は
こ
れ
を
聞
い
て

心
打
た
れ
、
名
立
た
る
絵
師
た
ち
を
集
め
て
下
絵
を
描
か
せ
、
采
女
た

ち
に
二
張
り
の
刺
繍
を
作
ら
せ
た
。
そ
れ
が
、
今
日
中
宮
寺
に
そ
の
残

欠
を
伝
え
る

｢

天
寿
国
繍
帳｣

な
の
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
死
後
の
太
子
は
間
違
い
な
く

｢

天
寿
国｣

と
い
う

理
想
の

｢

浄
土｣

に
渡
り
、
そ
こ
で
安
ら
か
に
暮
ら
し
て
い
る
に
違
い

な
い
、
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
こ
の
事
実
は
、

当
時
す
で
に
太
子
は
極
楽
往
生
を
願
い
、
そ
の
願
い
通
り
に
見
事

｢

浄

土｣

へ
の
往
生
を
果
た
し
た
と
す
る
考
え
方
が
定
着
し
つ
つ
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。

聖
徳
太
子
の
死
後
、
太
子
へ
の
追
慕
と
讃
仰
が
太
子
信
仰
と
い
う
形

で
展
開
し
、
太
子
は
日
本
に
お
け
る
仏
教
の
創
始
者
、
日
本
仏
教
の
開

祖
と
し
て
崇
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
っ
た

(

18)

。

平
安
時
代
の
は
じ
め
に
天
台
宗
を
開
い
た
伝
教
大
師
最
澄
は
、
聖
徳

太
子
を
熱
烈
に
崇
拝
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
最
澄
の
弟
子
で
あ

る
光
定
が
記
し
た

『

伝
述
一
心
戒
文』

に
依
る
と
、
最
澄
は
、
聖
徳
太

子
を
南
岳
慧え

思し

禅
師
の
後
身
、
つ
ま
り
生
ま
れ
変
わ
り
で
あ
る
と
し
、

― ―( ) 9013



み
ず
か
ら
を
太
子
の
玄
孫
、
す
な
わ
ち
孫
の
孫
だ
と
名
乗
っ
て
、
天
台

教
学
の
正
当
な
後
継
者
で
あ
る
と
主
張
し
た
と
い
う
。
こ
の
最
澄
の
熱

烈
な
太
子
信
仰
は
、
弟
子
の
慈
覚
大
師
円
仁
を
は
じ
め
と
す
る
天
台
宗

の
僧
侶
た
ち
に
広
く
受
け
継
が
れ
て
ゆ
く
こ
と
と
な
っ
た
。
真
言
宗
を

開
い
た
弘
法
大
師
空
海
も
太
子
を
崇
敬
し
、
太
子
廟
に
百
ヶ
日
参
籠
し

た
と
さ
れ
、
後
に
は
空
海
が
太
子
の
生
ま
れ
変
わ
り
だ
と
す
る
話
ま
で

伝
え
ら
れ
た
。
最
澄
や
空
海
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
こ
の
後
に
も
浄
土

真
宗
の
親
鸞
、
法
華
宗
の
日
蓮
、
時
宗
の
一
遍
な
ど
仏
教
諸
派
が
、
み

ず
か
ら
の
依
っ
て
立
つ
べ
き
淵
源
を
い
ず
れ
も
太
子
に
求
め
て
い
っ
た
。

太
子
は
宗
派
を
超
え
て
広
く
崇
敬
さ
れ
、
文
字
通
り
日
本
仏
教
の
開
祖

と
し
て
讃
仰
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
聖
徳
太
子
が

熱
心
な
仏
教
の
信
者
で
あ
り
、『
法
華
経』

を
は
じ
め
と
す
る
仏
典
を

日
本
に
も
た
ら
し
、
そ
の
注
釈
を
な
し
た
と
い
っ
た
偉
業
に
加
え
て
、

太
子
が
日
本
に
お
け
る

｢

極
楽
往
生｣

の
始
祖
と
し
て
信
じ
ら
れ
て
い

た
こ
と
が
大
き
く
か
か
わ
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
こ
と
を
如
実
に
も
の
語
る
の
が

『

日
本
往
生
極
楽
記』

の
記
述
で

あ
る
。

寛か
ん

和な

元
年

(

九
八
五)

ご
ろ
成
立
し
た
と
い
わ
れ
る
慶よ

し

滋
し
げ
の

保や
す

胤た
ね

の

『

日
本
往
生
極
楽
記』

に
は
、
日
本
に
お
い
て

｢

極
楽
往
生｣
を
果
た

し
た
僧
俗
四
十
二
人
の
伝
記
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
第
一
に
掲

げ
ら
れ
て
い
る
の
が
聖
徳
太
子
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
太
子
は
、
深
く

仏
教
に
帰
依
し
、
み
ご
と

｢

浄
土｣

に
往
生
し
た
実
例
、
日
本
に
お
け

る

｢

極
楽
往
生｣

の
さ
き
が
け
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
の
で
あ
る
。

『

日
本
往
生
極
楽
記』

に
載
録
さ
れ
た
聖
徳
太
子
の
記
述
は
、
次
の

よ
う
な
後
日
譚
に
よ
っ
て
結
ば
れ
て
い
る
。

高こ

麗ま

の
僧
恵ゑ

慈じ

、
太
子
の
薨し

に
た
ま
へ
る
こ
と
を
聞
き
て
、
哀
哭

し
て
誓
を
発お

こ

し
願
ひ
て
曰
く
、
日
本
の
太
子
は
誠
に
こ
れ
大
聖
な

り
。
我
境
を
異
に
せ
り
と
い
へ
ど
も
、
心
は
断
金
に
あ
り
。
縦た

と

ひ

独
り

�
な
ま
じ
ひ

に
生
き
た
り
と
も
何
の
益や

く

か
あ
ら
む
。
我
太
子
の
薨
に

た
ま
は
む
日
を
も
て
必
ず
死
し
て
、
太
子
に
浄
土
に
て
遇
は
む
と

い
へ
り
。
明
く
る
年
の
二
月
廿
二
日
は
太
子
薨
に
た
ま
ひ
し
日
な

り
。
恵
慈
即
ち
死
せ
り
。
果
し
て
そ
の
言
の
ご
と
し

(

19)

。

か
つ
て
太
子
の
師
と
し
て
来
朝
し
、
太
子
と
肝
胆
相
照
ら
す
仲
で
あ
っ

た
高
麗
の
僧
恵
慈
は
、
太
子
の
喪
を
伝
え
聞
い
て
慟
哭
し
た
。
そ
し
て
、

自
分
が
こ
れ
か
ら
独
り
生
き
た
と
し
て
も
何
の
意
味
が
あ
ろ
う
、
翌
年

の
太
子
の
命
日
を
期
し
て
後
を
追
お
う
と
誓
願
し
、｢

太
子
に
浄
土
に

て
遇
は
む｣

と
い
う
一
念
で
、
そ
の
言
の
ご
と
く
遷
化
し
た
、
と
い
う

の
だ
。
す
な
わ
ち
恵
慈
は
、
断
金
の
友
に
再
会
す
る
た
め
に
太
子
の
い

ま
す

｢

浄
土｣

に
渡
る
こ
と
を
ひ
た
す
ら
冀
い
、
遂
に
そ
の
宿
望
を
果

た
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
話
は
、『

日
本
往
生
極
楽
記』

の
み
な
ら
ず
、
正
史
で
あ
る

『

日
本
書
紀』

を
は
じ
め
、
聖
徳
太
子
の
伝
記
で
あ
る

『

上
宮
聖
徳
法

王
帝
説』

『

上
宮
聖
徳
太
子
伝
補
闕
記』

『

聖
徳
太
子
伝
暦』

の
い
ず
れ

に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
察
す
る
に
、
聖
徳
太
子
と

｢

浄
土｣

と
の
分
か
ち
難
い
結
び
つ
き
を
も
の
語
る
象
徴
的
な
逸
話
と
し
て
受
け

取
ら
れ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
う
考
え
る
な
ら
ば
、
聖
徳
太
子

が
日
本
に
お
け
る

｢

浄
土｣

の
始
祖
で
あ
る
こ
と
は
人
び
と
か
ら
広
く

認
知
さ
れ
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
ス
サ
ノ
ヲ
と
聖
徳
太
子
と
が
い
ず
れ
も

そ
れ
ぞ
れ
の

｢

異
郷｣

を
も
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
が

｢

異
郷
の
祖｣

で
あ
る

こ
と
で
共
通
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
筈
で
あ
る
。
紫
式
部
は
ス
サ
ノ

ヲ
と
聖
徳
太
子
と
い
う
二
人
の
人
物
を
踏
ま
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

『

源
氏
物
語』
の
な
か
に

｢

根
の
国｣

と

｢

浄
土｣

と
い
う
相
反
す
る
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異
郷
を
指
し
示
そ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

ス
サ
ノ
ヲ
が
め
ざ
し
た
神
道
世
界
に
お
け
る
異
郷

｢

根
の
国｣

と
聖

徳
太
子
が
お
も
む
い
た
と
さ
れ
る
仏
教
世
界
の
異
郷

｢

浄
土｣

。
式
部

は
日
本
人
の
前
途
に
広
が
る
こ
の
二
つ
の
異
郷
を
描
き
出
す
こ
と
に
よ
っ

て
、｢
日
本
人
の
魂
の
ゆ
く
え｣

と
い
う
日
本
人
が
い
だ
き
つ
づ
け
る

大
き
な
疑
問
符
を
提
示
し
て
み
せ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
の
意
味

で

『

源
氏
物
語』
は
、
現
世
だ
け
で
な
く
、｢

根
の
国｣

と

｢

浄
土｣

と
い
う
二
つ
の
別
世
界
を
抱
え
こ
ん
だ
気
宇
壮
大
な
物
語
だ
っ
た
、
と

言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

注

(

１)

杉
浦
一
雄

｢

源
氏
物
語
と
現
世
的
価
値｣

(｢

千
葉
商
大
紀
要｣

第

四
十
四
巻
第
三
号
、
平
成
18
年
12
月)

(

２)

坂
本
太
郎

『

聖
徳
太
子』

(

人
物
叢
書
、
昭
和
54
年
。｢

坂
本
太
郎

著
作
集｣

第
九
巻

『

聖
徳
太
子
と
菅
原
道
真』
、
吉
川
弘
文
館
、
平

成
元
年
、
一
三
四
頁)

(

３)

田
中
重
久

｢『

源
氏
物
語』

構
想
と
準
拠
の
研
究

曾
祖
父
兼

輔
撰

『

聖
徳
太
子
伝
暦』

と
の
関
係

｣
(｢

京
都
府
立
洛
北
高
等

学
校
学
友
会
誌｣

第
六
号
、
昭
和
31
年
１
月)

(

４)

日
中
文
化
交
流
史
研
究
会
編

『『

聖
徳
太
子
伝
暦』

影
印
と
研
究』

｢

解
説｣

(

昭
和
60
年
、
桜
楓
社
、
三
七
三
頁)

(

５)

注

(

４)

に
同
じ
。
三
七
六
頁
。

(

６)

注

(

３)

に
同
じ
。

(

７)

杉
浦
一
雄

｢

源
氏
物
語
の
源
泉｣

(｢

千
葉
商
大
紀
要｣

第
三
十
七

巻
第
四
号
、
平
成
12
年
３
月)

杉
浦
一
雄

｢

源
氏
物
語
と
根
の
国｣

(｢

千
葉
商
大
紀
要｣

第
三
十

八
巻
第
一
号
、
平
成
12
年
６
月)

(

８)

注

(

４)

に
同
じ
。
三
九
二
頁
。

(

９)

坂
本
太
郎

｢

日
本
書
紀
と
聖
徳
太
子
の
伝
記｣

(『

古
典
と
歴
史』

、

昭
和
47
年
。｢

坂
本
太
郎
著
作
集｣

第
二
巻

『

古
事
記
と
日
本
書
紀』

、

吉
川
弘
文
館
、
昭
和
63
年
、
三
七
六
頁)

(

10)

藤
原
猶
雪

｢

聖
徳
太
子
伝
暦
復
原
の
研
究｣

(『

復
原
聖
徳
太
子
伝

暦』

、
昭
和
二
年)

(

11)
『

和
歌
大
辞
典』

(

明
治
書
院
、
昭
和
61
年)

、『

国
史
大
辞
典』

第
十
二
巻

(

吉
川
弘
文
館
、
平
成
３
年)

、『

平
安
時
代
史
事
典』

(

角
川
書
店
、
平
成
６
年)

(

12)

注

(

４)

の

｢

解
説｣

は
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
詳
し
い
。

(

13)

注

(

４)

に
同
じ
。
三
六
二
―
三
六
七
頁
。
た
だ
し
、
カ
タ
カ
ナ

等
は
ひ
ら
が
な
に
改
め
た
。

(

14)
『

源
氏
物
語』

の
本
文
は
、｢

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集｣

(

小
学

館)

に
拠
る
。

(

15)

久
米
邦
武

『

上
宮
太
子
実
録』

(

明
治
38
年)

、
後
に

『

聖
徳
太
子

実
録』

(

大
正
８
年)

と
改
題
。(『

久
米
邦
武
歴
史
著
作
集』

第
一

巻

｢

聖
徳
太
子
の
研
究｣

、
昭
和
63
年
、
吉
川
弘
文
館
、
三
頁)

(

16)

東
野
治
之

｢

聖
徳
太
子
関
係
銘
文
史
料｣

(『

聖
徳
太
子
事
典』

、

柏
書
房
、
平
成
９
年
、
四
八
七
―
四
八
八
頁)

(

17)

注

(

16)

に
同
じ
。
四
八
九
―
四
九
〇
頁
。

(

18)

田
村
圓
澄

『

聖
徳
太
子』

(

中
央
公
論
社
、
昭
和
39
年)

、
田
中
嗣

人

『

聖
徳
太
子
信
仰
の
成
立』

(

吉
川
弘
文
館
、
昭
和
58
年)

他
。

(

19)
『

日
本
往
生
極
楽
記』

(｢

日
本
思
想
体
系｣

７

『

往
生
伝

法
華

験
記』

、
岩
波
書
店
、
昭
和
49
年
、
一
六
頁)
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抄

録]

本
稿
は
、『

源
氏
物
語』

が
成
立
す
る
に
あ
た
っ
て

『

聖
徳
太
子
伝
暦』

か
ら
学

び
取
っ
た
事
柄
を
、
構
想
の
面
な
ら
び
に
物
語
観
の
面
か
ら
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
る
。

『

源
氏
物
語』
と

『

聖
徳
太
子
伝
暦』

と
を
全
体
的
に
比
較
し
て
み
る
と
、
い
ず

れ
も
傑
出
し
た
人
物
の
詳
細
な
一
代
記
で
あ
る
こ
と
、
記
述
の
方
法
が
年
次
を
追
っ

た
編
年
体
で
あ
る
こ
と
、
主
人
公
の
死
後
も
子
孫
の
こ
と
に
ま
で
記
述
が
及
ん
で
い

る
こ
と
、
記
述
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
年
数
が
一
致
し
て
い
る
こ
と
、
多
く
の
文
献

を
踏
ま
え
な
が
ら
も

『

日
本
書
紀』
を
原
典
と
し
て
い
る
こ
と
な
ど
、
構
想
の
面
で

さ
ま
ざ
ま
な
共
通
点
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、『

源
氏
物
語』

の

｢

物

語
論｣

と

『

聖
徳
太
子
伝
暦』

の

｢

跋
文｣
と
を
比
較
し
て
み
る
と
、
或
る
感
銘
深

い
人
物
の
生
き
方
を
後
世
に
語
り
伝
え
た
い
と
い
う
物
語
執
筆
の
動
機
に
お
い
て
、

ま
た
俄
か
に
は
信
じ
難
い
話
や
他
愛
な
い
事
柄
も
そ
の
ま
ま
に
記
す
と
い
う
物
語
執

筆
の
内
容
に
お
い
て
、
そ
し
て

｢

委
曲
を
尽
く
す｣
と
い
う
こ
と
を
本
領
と
す
る
物

語
執
筆
の
態
度
に
お
い
て
両
者
は
一
致
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
こ
と
か
ら
、『

聖
徳
太
子
伝
暦』

は

『

源
氏
物
語』

が
成
立
す

る
に
あ
た
っ
て
決
定
的
な
影
響
力
を
も
た
ら
し
た
、
か
け
が
え
の
な
い
作
品
だ
っ
た

と
結
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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