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神

田

寺

記

念

公

開

講

座

「書
物
と
日
本
仏
教
」
第

三

回

(
ニ
〇
〇
ニ
年
十
二
月
六
日
)

聖
徳
太
子
と
法
王
帝
説

林
 

幹
彌

ご
丁
寧
な
紹
介
を
い
た
だ
き
ま
し
て
恐
縮
し
て
い
ま
す
。
林
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
。

歳
が
八
十
近
く
な
り
ま
し
て
、
だ
ん
だ
ん
ぼ
け
て
ま
い
り
ま
し
て
、
仕
事
が
全
部
な
く
な
る
と
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
か
と
思
っ
て
お
 

り
ま
し
た
ら
、
と
も
か
く
聖
徳
太
子
の
こ
と
を
、
今
ま
で
や
り
か
け
た
も
の
を
全
部
ま
と
め
て
み
よ
う
と
思
っ
て
、

二
度
目
の
大
学
を
七
 

十
四
の
歳
に
辞
め
ま
し
て
、
そ
れ
か
ら
今
ま
で
は
五
年
間
で
す
か
。
毎
日
書
か
な
く
て
も
い
い
も
の
を
書
い
て
お
り
ま
し
て
、

二
度
、
三
 

度
と
書
く
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
が
。
そ
れ
を
ぼ
ち
ぼ
ち
清
書
し
よ
う
か
な
と
思
っ
て
い
た
と
き
に
、
斯
道
文
庫
の
大
沼
先
 

生
か
ら
お
話
し
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
で
は
と
思
っ
て
や
り
始
め
た
の
で
す
が
。

ち
よ
っ
と
大
げ
さ
な
こ
と
を
言
い
ま
す
と
、
そ
の
五
年
間
で
書
い
た
原
稿
の
目
方
を
量
っ
た
ら
二
十
キ
ロ
と
い
う
ん
で
す
。

二
十
キ
ロ
 

も
原
稿
を
書
く
馬
鹿
も
い
な
い
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
が
。
パ
ソ
コ
ン
で
や
り
ま
す
と
、
だ
ぶ
っ
た
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
り
し
て
非
 

常
に
不
撤
い
な
の
で
す
が
、
と
も
か
く
や
っ
て
み
よ
う
と
思
っ
て
お
る
と
こ
ろ
で
す
。
そ
れ
が
い
つ
で
き
る
か
。
そ
し
て
そ
れ
が
で
き
た
 

と
き
、
家
内
が
始
終
言
う
よ
う
に
、
私
は
と
も
か
く
整
理
が
悪
い
。
そ
の
た
め
買
っ
た
本
は
ど
こ
へ
行
っ
ち
ゃ
っ
た
ん
だ
か
す
ぐ
わ
か
ら
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な
く
な
る
も
の
な
ん
で
す
。
そ
の
一
つ
が
、

『法
王
帝
説
』

の
古
典
保
存
会
本
が
、
あ
そ
こ
で
複
製
に
な
っ
た
も
の
を
い
い
具
合
に
史
料
 

(
史
料
編
纂
所
)

へ
入
っ
て
か
ら
手
に
入
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
そ
れ
を
も
と
に
し
て
や
っ
て
い
た
ん
で
す
。

と
こ
ろ
が
こ
こ
へ
来
て
、
そ
れ
が
ま
た
ど
こ
か
へ
行
っ
ち
ゃ
っ
た
か
わ
か
ら
な
い
。
そ
れ
で
、
斯
道
文
庫
の
先
生
に
ご
迷
惑
を
掛
け
て
 

い
た
の
で
す
が
。

そ

の

『
法
王
帝
説
』
と
い
う
の
が
、
最
近
亡
く
な

り

ま

し

た

家

永

三

郎

先

生

が

『
上
宮
聖
徳
法
王
帝
説
の
研
究
』
と
い
う
の
を
一
冊
。 

こ
れ
が
各
論
編
で
、
そ
し
て
、

こ
れ
か
ら
大
分
た
っ
て
総
論
編
を
お
出
し
に
な
っ
て
、
そ
の
後
そ
の
ニ
冊
を
一
冊
に
し
て
再
版
し
た
の
で
 

す

が

、
そ

の

中

に

『
法
王
帝
説
』

の
こ
と
は
、
言
っ
て
み
れ
ば
非
常
に
細
か
に
書
か
れ
て
い
て
、
我
々
な
ん
か
が
足
元
に
も
及
ば
な
い
本
 

な
の
で
す
が
。

こ
の
本
が
で
き
ま
し
た
と
き
、
昭
和
二
十
六
年
と
い
い
ま
す
か
ら
、
五
十
年
以
上
も
前
の
頃
に
出
た
ん
で
す
。
そ
れ
は
ち
よ
う
ど
私
が
 

史
料
編
纂
所
に
入
り
ま
し
て
図
書
係
と
い
う
部
署
に
所
属
し
て
、
本
の
出
し
入
れ
を
し
て
い
ま
し
て
、

い
い
具
合
に
内
閣
文
庫
の
本
と
史
 

料
編
纂
所
と
い
う
の
は
非
常
に
関
係
が
あ
る
も
の
で
す
か
ら
、
内
閣
文
庫
の
本
を
借
り
出
す
係
に
な
っ
て
い
た
ん
で
す
。

そ
こ
で
、
何
も
家
永
先
生
と
チ
ャ
ン
、ハ
ラ
を
す
る
気
は
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
と
も
か
く
何
か
や
ら
な
き
.ゃ
具
合
が
悪
い
と
思
っ
て
、 

内
閣
文
庫
に
あ
る
聖
徳
太
子
伝
を
片
っ
端
か
ら
借
り
て
き
ま
し
て
、
そ

の

中

に

『法
王
帝
説
』
と
い
う
引
用
が
、
家
永
先
生
の
言
わ
れ
て

い
る
よ
う
な
弓
用
か
ど
の
く
ら
い
あ
る
の
力

な
い
の
力

と

い
、っ
-
八

-7そ
う
い
う
細
か
な
こ
と
は
し
ま
せ
ん
か
-
細
か
な
こ
と
を
し
ま
し

た
。
そ
う
し
た
ら
、

『
法
王
帝
説
』
と
い
う
本
は
、
よ
そ
の
本
な
ん
か
で
見
る
と
、
『
太
子
伝
』
な

ん

か

で

は

『
上
宮
聖
徳
法
王
帝
記
』
と
 

い
う
名
前
で
弓

用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
ん
で
す
。

そ
こ
で
問
題
が
起
こ
る
ん
で
す
。
田
中
重
久
と
い
う
人
が
—

早
稲
田
を
出
た
人
で
す
が
、
ご
存
じ
の
方
も
お
る
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
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『
上
宮
聖
徳
法
王
帝
説
』

は
、
そ

の

前

に

『
上
宮
聖
徳
法
王
帝
記

j

が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
注
釈
な
ん
か
を
加
え
た
物
が
『法
王
帝
説

J  

に
な
つ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
発
表
し
た
。

こ
の
方
は
も
と
も
と
関
西
の
方
で
す
が
、
大
阪
か
京
都
に
お
ら
れ
て
、
そ
し
て
そ
う
い
う
こ
 

と
を
発
表
さ
れ
た
ん
で
す
。

そ
う
す
る
と
、
そ
れ
は
甚
だ
理
に
叶
っ
た
こ
と
で
。
私
の
部
屋
に
太
田
晶
ニ
郎
と
い
う
お
つ
か
な
い
先
生
が
い
ま
し
て
、
こ
の
説
を
認
 

め
て
い
ま
し
た
。

そ
の
太
田
晶
ニ
郎
さ
ん
が
、
田
中
重
久
氏
の
説
は
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
話
を
し
て
お
ら
れ
た
ん
で
す
。
そ
し
て
、
私
が
内
閣
文
 

庫

か

ら

借

り

出

し

た

『
聖
徳
太
子
傳
』

の

中

で

『
法
王
帝
説
』

の
記
事
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
て
い
っ
た
の
で
す
が
。

そ
う
す
る
と
、

こ

う

い

う
こ
と
が
あ
つ
た
ん
で
す
。
太
田
晶
ニ
郎
と
い
う
人
が
、
田
中
重
久
さ
ん
と
言
う
こ
と
は
同
じ
だ
。
要
す
る
に
 

『
法
王
帝
説
』

は

『
法
王
帝
記
』

の
、
わ
か
り
や
す
く
言
え
ば
増
補
版
だ
と
い
う
こ
と
を
言
っ
た
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
私
が

見

つ

け

て

 

き

た

『
法
王
帝
説
』

の
文
章
の
中
に
は
、
そ
の
人
た
ち
が
増
補
版
と
言
っ
た
も
の
が
、
ち

ゃ

ん

と

『
法
王
帝
記
』
と
書
い
て
あ
る
。
そ
う
 

す
る
と
、

『
法
王
帝
記
』
が
先
で
、
そ

し

て

そ

れ

に

注

釈

を

加

え

た

も

の

が

『
法
王
帝
説
』
だ
と
い
う
説
が
成
り
立
た
な
く
な
る
だ
ろ
う
 

と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
そ
の
と
き
は
太
田
さ
ん
気
持
ち
悪
か
つ
た
で
し
よ
う
ね
。

そ
れ
を
や
っ
て
、
そ
し
て
ち
よ
う
ど
い
い
具
合
に
、

『
歴
史
地
理
』
と
い
う
雑
誌
が
戦
前
か
ら
あ
り
ま
し
て
、

そ
れ
は
史
学
雑
誌
と
ニ
 

つ
併
せ
て
日
本
の
国
史
の
論
文
集
、
雑
誌
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ

の

『
歴
史
地
理
』
が
終
戦
後
ず
っ
と
長
い
こ
と
復
刊
し
て
い
な
か
っ
 

た
ん
で
す
。
そ
れ
を
復
刊
す
る
と
い
う
話
が
あ
つ
て
、
第
一
冊
が
と
も
か
く
出
た
。
第
二
#
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
と
、
カ
ネ
が
な
い
か
 

ら
他
の
論
文
も
集
ま
つ
て
こ
な
レ
の
で
す
。
そ

う

す

る

と

そ

こ

の

理

事

を

や

つ

て

レ

た

も

う

死

ん

で

-

ま̂
レ
ま
^—

た̂

力

菊

地

勇

次

 

郎
と
い
う
の
が
、
「
お
前
、
何
か
書
い
た
の
が
あ
る
だ
ろ
、っ
？

」
と
言
う
か
ら
、
「
な
い
こ
と
は
な
い
よ
」
と

言

つ
た
ら
、

「
そ
れ
で
は
お
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前

、
書
け
」
と
言
わ
れ
て
、
そ

れ

で

ニ

冊

目

に

編

集

者

と

私

の

「
上
宮
聖
徳
法
王
帝
記
と
上
宮
聖
徳
法
王
帝
説
」

が
名
前
を
連
ね
た
わ
け
 

で
す
。

と
も
か
く
そ
う
し
て
出
し
ま
し
た
ら
、
そ
れ
が
家
永
三
郎
さ
ん
の
お
目
に
と
ま
っ
て
、
そ

し

て

『
法
王
帝
説
』

の
ニ
冊
目
、
総
論
編
に
 

私
の
論
文
を
、

一
番
最
後
の
所
に
私
の
論
文
の
要
旨
を
一
ぺ
ー
ジ
半
ぐ
ら
い
で
載
せ
て
く
れ
た
ん
で
す
。
そ
し
て
、
本
当
は
自
分
の
本
も
 

時
間
が
あ
れ
ば
林
の
論
文
を
中
に
入
れ
て
や
る
べ
き
な
ん
だ
が
、
印
刷
も
ほ
と
ん
ど
終
わ
っ
ち
ゃ
っ
て
る
ん
だ
か
ら
、
今
は
後
の
方
に
置
 

く
か
ら
、
我
慢
し
て
く
れ
、
と

い

う

よ
う

な

こ

と

を
言
っ
て
く
だ
さ
っ
た
ん
で
す
。

そ
う
す
る
と
、
そ
れ
を
も
ら
っ
た
ら
ま
す
ま
す
天
狗
に
な
る
と
い
う
か
、

い
い
気
持
ち
に
な
っ
て
、
聖

徳

太

子

は

『
法
王
帝
説
』
だ
け
 

ぐ
ら
い
の
こ
と
し
か
考
え
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
後
一
所
懸
命
勉
強
す
れ
ば
も
っ
と
偉
く
な
っ
た
の
で
し
よ
う
が
。
そ
れ
か
ら
 

し
ば
ら
く
し
て
、
早
稲
田
大
学
へ
非
常
勤
講
師
で
行
っ
た
ん
で
す
。
そ
う
し
た
ら
、
昼
間
は
小
学
校
の
先
生
で
、
夜
は
私
の
授
業
を
聞
い
 

て
い
る
女
性
の
学
生
が
い
ま
し
て
、
そ
の
学
生
と
話
し
た
あ
と
一
杯
飲
ん
で
い
た
ら
、
「
先
生
と
い
う
の
は
若
い
頃
か
ら
偉
い
ん
で
す
ね
」 

と
言
う
か
ら
、
「
あ

あ

、
俺
は
偉
い
ん
だ
よ
」
と
言
っ
て
お
っ
た
よ
う
な
時
代
が
若
い
頃
の
思
い
出
と
し
て
残
っ
て
お
り
ま
す
が
、

そ
の
 

思

い

出

が

『
法
王
帝
説
』

で
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
し
よ
う
か
。

さ
て
そ
れ
で
、

『
法
王
帝
説
』
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
本
か
と
い
い
ま
す
と
、
こ
れ
は
法
隆
寺
の
寺
内
だ
け
で
広
が
っ
て
い
っ
た
と
い
 

う
ん
で
す
。
よ
そ
の
人
で
こ
れ
を
見
る
と
い
う
の
は
、
江
戸
時
代
ぐ
ら
い
ま
で
は
、
狩
谷
掖
斎
は
ま
あ
ま
あ
、
と
も
か
く
室
町
時
代
ま
で
 

は
よ
そ
の
人
が
こ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
は
絶
え
て
な
か
っ
た
ん
だ
、
と
い
っ
て
、
そ

し

て

こ

れ

が

『
群
書
類
従
』

の
中
に
採
用
さ
れ
て
、 

そ
れ
か
ら
非
常
に
普
及
し
、
狩
谷
掖
斎
が
こ
れ
の
證
注
本
を
作
っ
て
、
そ
し
て
、
「
法
王
帝
説
一
巻
。
不
知
作
者
名
氏
」
。
法
王
帝
説
一
巻
 

作
者
名
氏
知
ら
ず
云
々
と
あ
っ
て
、

r

頗
類
釋
日
本
紀
所
引
上
宮
記
。
要
之
」
釋

日

本

紀

が

引

い

て

い

る

『
上
宮
記
』

と
非
常
に
よ
く
似

—  64 —



て
い
る
。
「
似

未

見

古

事

記

.
日
本
紀
者
之
所
作
」
。
だ

か

ら

ま

だ

『古
事
記
』

『
日
本
書
紀
』
を
見
な
い
者
が
作
っ
た
ん
だ
。

こ
う
い
う
 

こ
と
が
書
い
て
あ
る
。

こ
れ
は
家
永
さ
ん
も
言
わ
れ
ま
し
た
が
。

こ
れ
は
、
『
古
事
記
』

『
日
本
書
紀
』

や
何
か
の
前
に
作
ら
れ
た
ん
だ
と
 

い
う
話
で
は
な
い
と
い
う
わ
け
で
す
。
た
だ
、

『古
事
記
』

『
日
本
書
紀
』
を
見
な
い
人
が
作
っ
た
話
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
書
い
て
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、
ち
ょ
っ
と
早
と
ち
り
を
し
た
人
な
ん
か
は
、
聖
徳
太
子
の
伝
記
を
集
め
て
出
版
し
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
『
法
王
帝
説
』 

を

f

日
本
書
紀
』

『古
事
記
』

の
前
に
出
す
と
い
う
こ
と
を
や
っ
て
い
る
人
が
、
『
聖
徳
太
子
全
集
』
と
い
う
本
が
上
下
で
ニ
冊
に
な
っ
て
 

い
ま
す
が
——

名
前
を
言
つ
て
も
悪
い
か
ら
、
そ
の
く
ら
い
に
。
人
の
話
ば
か
り
言
っ
て
い
る
も
の
で
す
か
ら
ろ
く

な

事
は
な
い
わ
け
で
 

す

。と

も

か

く
そ
れ
で
、
『
法
王
帝
説
』

が
流
布
し
た
。
そ
し
て
そ
の
後
狩
谷
掖
斎
が
證
注
本
を
作
る
。
そ
の
後
明
治
に
な

っ

て

、
平
子
鐸
 

嶺
と
い
う
人
。

こ

れ

は

美

術

学

校

を

卒

業

し

た

人

で

『法
王
帝
説
』

の
研
究
を
や
っ
た
ん
で
す
。

こ
の
人
が
も
の
す
ご
く
い
い
仕
事
を
す
 

る
。そ

の
署
名
の
狩
谷
望
之
と
い
う
の
は
狩
谷
掖
斎
の
こ
と
で
、
平
子
鐸
嶺
と
い
う
の
は
明
治
に
な
っ
て
か
ら
美
術
学
校
を
出
た
人
が
聖
徳
 

太
子
の
こ
と
を
研
究
し
た
ん
で
す
。
最
後
は
肺
病
で
死
ん
だ
人
で
す
。
そ

れ

で

法

隆

寺

再

建

.
非
再
建
論
な
ん
か
で
も
の
す
ご
く
活
躍
し
 

た
人
で
す
。

こ

の

人

が

『
法
王
帝
説
』

の
證
注
本
を
増
補
し
た
。

こ

う

い

う
こ
と
で
す
。

そ
し
て
、

こ

の

『
法
王
帝
説
』
と
い
う
の
は
——

下
谷
の
御
徒
町
ご
存
じ
で
す
か
？

東
京
の
方
だ
け
だ
と
思
う
の
だ
け
ど
、
御
成
り
道
 

と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
芝
公
園
か
ら
ま
っ
す
ぐ
上
野
の
方
へ
行
く
道
に
近
い
所
で
私
は
生
ま
れ
ま
し
て
、
空
襲
で
今
の
所
へ
引
っ
越
し
 

た
の
で
す
が
。
そ
れ
で
史
料
編
纂
所
に
お
り
ま
す
と
、
昼
飯
食
っ
て
部
屋
に
い
た
っ
て
偉
い
人
ば
か
り
で
す
か
ら
、
そ
ん
な
所
に
い
た
っ
 

て
、
し
ょ
う
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
け
ど
、
上
野
の
辺
り
を
散
歩
し
な
が
ら
古
本
屋
で
安
そ
う
な
も

の

を
漁
っ
て
い
た
ら
、
当
時
の
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金

で

二

百

円

か

三

百

円

で

『
法
王
帝
説
』

の
證
注
本
が
手
に
入
っ
た
ん
で
す
。
そ
の
奥
書
は
次
の
通
り
で
す
。

予
嚮
写
=
聖
徳
法
王
帝
説
及
補
闕
記

-0以
〒
其
古
書
、
有
ょ
益
||于
史
学
、
聊
加
||傍

注

、
間
者
見
|1狩

谷

望

之

證

注

稿

本

-0其

玫證
 

精
詳
甚
當
、
但
塗
抹
増
損
、
使
k
人
難

J
M
。

即
課
P
人
臨
コ
写
一
本
？
就
=
本
文
及
注
文
引
書
(
頗
正
||誤

脱

—0聊

加

1|管

見

~0朱
锌
 

随
有
U
加

>
之

、
要
不
P
混

||于

本

稿

耳

、
後
来
若
得
V
見

n

定

本

I者

、
則
為
P
幸

也

、
信
友
 

右
聖
徳
法
王
帝
説
。
雖
以
常
陸
国
人
色
川
某
所
蔵
本
謄
写
。
頗
有
訛
謬
。
仍
以
源
信
友
所
蔵
稿
本
比
校
之
、
而
加
僻
案
了
、

藤
原
春
村

弘
化
三
年
七
月
四
日

f s水
六
年
十
二
月
十
四
日
、
以
縁
山
徹
定
寮
所
藏
古
鈔
本
。
更
加
考
訂
訖
、
春
村
案
。
嚮
狩
谷
氏
所
採
之
本
、
並
有
誤
脱
之
本
也
、
以
 

今
書
当
謂
眞
本
者
歟
。
可
尊
々
々
、

4

<
#
ニ
ニ
季
歳
在
甲
子
四
月
、
以
久
米
幹
文
蔵
本
書
写
畢
、
原
本
頗
有
誤
写
、
他
日
可
加
校
正
者
也
、

喚
犬
喚
鶏
之
舍
主
人

間

宮

永

好

(
花

押

)

黒

川

春

村

.
伴

信

友

•
間
宮
永
好
、

こ
う
い
う
人
た
ち
が
注
釈
し
て
い
る
ん
で
す
。

こ
れ
は
私
の
所
蔵
本
の
奥
書

の

こ
と
で
す
。
こ
れ
を
見
る
と
、
『
法
王
帝
説
』
が
多
く
の
人
た
ち
の
注
目
す
る
と
こ
ろ
と
な

つ

た

、

と
 

い
う
こ
と
が
理
解
で
き
る
で
し
ょ
う
。

そ
れ
で
、
最
後
に
は
、
芝
の
増
上
寺
の
住
職
鵜
飼
徹
定
が
法
隆
寺
へ
行
っ
て
、
『
法
王
帝
説
』
を
手
に
入
れ
た
ん
で
す
。

そ
し
て
増
上
 

寺
に
入
っ
た
。
家
蔵
本
の
奥
書
を
見
る
と
、
黒
川
春
村
は
、
増

上

寺

で

『法
王
帝
説
』

の
原
本
を
見
て
い
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。

や
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が
て
徹
定
が
知
恩
院
の
管
長
に
な
っ
た
ん
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
『法
王
帝
説
』
も
一
緒
に
知
恩
院
へ
行
っ
て
、
そ

し

て

今

、

こ

の

『
法
 

王
帝
説
』

の

原

本

は

『
知
恩
院
本
法
王
帝
説
』
と
言
わ
れ
て
い
る
ん
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
で
法
隆
寺
の
、
知
恩
院
本
と
言
っ
て
い
ま
す
 

が
、
そ
う
い
う
伝
来
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

こ
の
本
の
後
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
傳
得
僧
相
慶
。

こ
れ
は
法
隆
寺
の
坊
さ
ん
で
す
。
そ
の
後
 

が
、

こ
れ
が
昔
は
こ
の
自
署
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
で
す
が
、

こ

れ

が

千

夏

(
せ
ん
か
)
と
い
う
坊
さ
ん
の
こ
と
だ
と
い
う
ん
で
す
。
千
 

夏
が
平
安
時
代
の
中
頃
か
末
頃
か
、
日
本
に
末
法
が
来
た
こ
と
で
大
騒
ぎ
し
た
時
代
と
、
ち
ょ
う
ど
新
仏
教
が
で
き
た
頃
に
千
夏
が
聖
徳
 

太
子
の
、

こ
の
史
料
集
を
一
二
◦
◦
年
頃
ま
と
め
て
、
そ
し
て
法
隆
寺
に
置
い
て
お
い
た
。
そ
れ
を
相
慶
と
い
う
法
隆
寺
の
坊
さ
ん
が
貰
っ
 

た
か
買
っ
た
か
、
そ
れ
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
と
も
か
く
相
慶
の
手
に
入
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
う
す
る
と
、

こ
れ
は
と
も
か
く
法
隆
寺
で
で
き
た
も
の
で
、
家
永
さ
ん
が
言
わ
れ
た
よ
う
に
、
法
隆
寺
し
か
普
及
し
な
か
っ
た
と
い
 

う

こ

と

は

大

体

わ

力

る

の

で

す

力

屁

理

屈

を

言

う

私

の

よ

う

な

や

つ

力

そ

ん

な

こ

と

言

つ

た

つ

て

そ

う

レ

う

こ

と

は

な

レ

よ

と

レ

う

 

よ
う
な
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。

そ
し
て
、
『
法
王
帝
説
』
と
い
う
の
は
何
で
普
及
し
た
か
と
い
う
と
、

こ

れ

は

『古
事
記
』

や

『
日
本
書
紀
』

を
見
た
こ
と
な
い
人
だ
 

と
か
、
そ
れ
か
ら
、
旧
い
字
が
使
わ
れ
て
い
る
と
か
、
音
が
書
か
れ
て
い
る
の
で
す
が
。
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
し
て
中
に
 

中

宮

寺

の

天

寿

国

練

帳

の

銘

文

が

『
法
王
帝
説
』

で
し
か
わ
か
ら
な
い
で
す
。
だ
か
ら
天
寿
国
繍
帳
を
や
る
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
を
も
と
 

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も

う

一
つ
宮
内
庁
書
陵
部
に
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
が
主
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

そ
し
て
、
そ
の
ほ
か
に
、
聖
徳
太
子
の
一
族
の
名
前
と
か
い
ろ
い
ろ
と
、
蘇

我

.
物
部
戦
争
と
か
、
仏
教
伝
来
。
そ
う
い
う
こ
と
が
史
 

料
と
し
て
見
え
て
い
ま
す
が
、

『
聖
徳
太
子
傳
暦
』

や
何
か
の
よ
う
に
、
面
白
い
話
は
無
い
。
だ
け
ど
、
材
料
と
し
て
使
え
る
こ
と
が
こ
 

の
史
料
に
は
非
常
に
多
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
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そ
し
て
、

『法
王
帝
説
』

の
中
に
、
法
隆
寺
の
薬
師
像
、
金
堂
の
釈
迦
三
尊
像
の
銘
文
を
そ

の

ま

ま
引
い
て
あ
る
。

そ
の
銘
文
は
、

池
辺
大
宮
御
宇
天
皇
、
大
御
身
労
賜
時
、
歳
次
丙
午
年
、
召

於

大

王

天

皇

.
太
子
而
誓
願
賜
、
我
大
御
病
太
平
欲
坐
故
、
將
寺
藥
 

師
像
作
仕
奉
詔
、
然
当
時
崩
賜
、
造
不
堪
者
、
少
治
田
大
宮
御
宇
大
王
天
皇
及
東
宮
聖
王
、
大
命
受
賜
而
歳
次
丁
卯
年
仕
奉
、 

そ
の
あ
と
に
、

法
興
元
世
一
年
歳
次
辛
已
十
二
月
、
鬼
前
大
后
崩
、
明
年
正
月
廿
二
日
、
上
宮
法
王
、
枕
病
弗
愈
、
干
食
王
后
、
仍
以
労
疾
、
並
 

著
於
床
、
時
王
后
王
子
等
、
及
国
臣
、
深
懷
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
壽
、 

安
住
世
間
、
若
是
定
業
、
以
背
世
者
、
往
登
淨
土
早
昇
妙
果
、

二
月
廿
一
日
癸
酉
、
王
后
即
世
、
翌
日
法
王
登
遐
、
癸
未
年
三
月
 

中

、
如
願
欲
造
釈
迦
尊
像
并
侠
侍
及
莊
厳
具
、
竟
乗
斯
微
福
信
道
知
識
、
現
在
安
隠
、
出
生
入
死
、
随
奉
三
主
、
紹
隆
三
宝
、
遂
 

共
彼
岸
、
普
遍
六
道
、
法
界
含
識
、
得
脱
苦
縁
、
同
趣
菩
提
、
使
司
馬
鞍
首
止
利
仏
師
造
、

と

、
釈
迦
像
の
光
背
銘
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

『
書
紀
』

そ
の
他
の
史
料
で
は
、
太
子
の
父
は
用
明
、
母
は
同
じ
く
欽
明
の
小
姉
君
の
女
 

穴

太

部

間

人

(
あ
な
ほ
べ
の
は
じ
ひ
と
)
、
と
い
ぅ
。
し
か
し
、
薬
師
像
の
銘
に
は
母
穴
太
部
間
人
の
名
は
見
え
ず
、

釈
迦
三
尊
像
の
銘
 

に
は
父
用
明
の
名
は
見
え
ず
、
母
間
人
王
は
、
同
母
弟
崇
峻
す
な
わ
ち
サ
サ
キ
と
共
に
居
た
、
と
い
ぅ
こ
と
に
な
つ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
釈
迦
像
の
銘
に
は
、
次
の
注
釈
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

釈

日

、
法
興
元
世
一
年
、
此
能
不
知
也
、
但
案
帝
記
云
、
少
治
田
天
皇
之
世
、
東

宮

厩

戸

豊

聡

耳

命

.
大
臣
宗
我
馬
子
宿
祢
、
共
 

平
章
而
建
立
三
宝
、
始
興
大
寺
、
故
日
法
興
元
世
也
、
此
即
銘
云
、
法
興
元
世
一
年
也
、
後
見
人
、
若
可
擬
年
号
、
此
不
然
也
、 

然
則
言
一
年
字
、
其
意
難
見
、
然
所
見
者
、
聖
王
母
穴
太
部
王
薨
逝
辛
已
年
者
、
即
少
治
田
天
皇
御
世
、
故
即
指
其
年
、
故

云

一
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年

、
其
无
異
趣
、
鬼
前
大
后
者
、
即
聖
王
母
穴
太
部
間
人
王
也
、
云
鬼
前
者
此
神
也
、
何
故
言
神
前
皇
后
者
、
此
皇
后
同
母
弟
長
 

谷
部
天
皇
、
石
寸
神
前
宮
治
天
下
、
若

疑

、
其
姉
穴
太
部
王
、
即
其
宮
坐
故
、
稱
神
前
皇
后
也
、
言
明
年
者
、
即
壬
午
年
也
、

ニ
 

月
廿
一
日
癸
酉
、
王
后
即
世
者
、
此
即
聖
王
妻
膳
大
刀
自
也
、

二
月
廿
一
日
者
、
壬
午
年
二
月
也
、
翌
日
法
王
登
遐
者
、
即
上
宮
 

聖
王
也
、
即

世

•
登
遐
者
、
是
即
死
之
異
名
也
、
故
今
依
此
銘
文
、
応
言
壬
午
年
正
月
廿
二
日
聖
王
枕
病
也
、
即
同
時
膳
大
刀
自
 

得
労
也
、
大
刀
自
者
、

二
月
廿
一
日
卒
也
、
聖
王
廿
二
日
薨
也
、
是
以
明
知
、
膳
夫
人
先
日
卒
也
、
聖
王
後
日
薨
也
、
則
證
歌
日
、 

伊
我
苗
我
乃
止
美
能
井
乃
美
豆
伊
加
奈
久
尔
多
義

氐麻
之
母
乃
止
美
乃
井
能
美
豆

是
歌
者
、
膳
夫
人
臥
病
而
將
臨
没
時
乞
水
、
然
聖
王
不
許
、
遂
夫
人
卒
也
、
即
聖
王
諌
而
詠
是
歌
、
即
其
證
也
、
但
銘
文
意
顕
夫
 

人
卒
日
也
、
不
注
聖
王
薨
年
月
也
、
然
諸
記
文
分
明
云
、
壬
午
年
二
月
廿
二
日
甲
戌
夜
半
、
上
宫
聖
王
薨
逝
也
、
出
生
入
死
者
、 

若
其
往
反
所
生
之
辞
也
、
三
主
者
、
若

疑

神

前

大

后

.
上

宮

聖

王

.
膳
夫
人
、
合
此
三
所
也
、

そ
こ
で
、
父

の

欽

明

と

崇

峻

.
穴
太
部
間
人
の
年
令
を
見
て
い
く
と
、
意
外
な
こ
と
に
突
き
当
た
る
。

崇

峻

五

年

(
五
九
ニ
)
に

暗

殺

さ

れ

た

と

『
書
紀
』
が
い
う
崇
峻
は
、
『
扶
桑
略
記
』

や

『年
代
記
』

に
拠
れ
ば
当
時
七
三
歳
と
い
う
。 

そ
の
崇
峻
の
父
欽
明
は
六
三
歳
で
亡
く
な
っ
た
と
い
う
。
欽
明
の
死
後
、
敏
達
が
一
四
年
、
用
明
が
ニ
年
、
そ
し
て
崇
峻
が
五
年
、
と
い
 

う
在
位
年
数
を
加
え
る
と
、
欽
明
が
か
り
に
崇
峻
の
没
年
ま
で
生
き
て
い
た
ら
八
四
歳
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
親
子
の
年
齢
差
は
一
一
と
 

い
、っ
こ
と
で
、
両
者
父
子
関
係
は
難
し
い
こ
と
に
な
る
。
そ
の
、っ
え
、
崇
峻
の
姉
穴
太
部
間
人
は
、
七
ニ
歳
で
暗
殺
さ
れ
た
崇
峻
の
没
後
 

ニ
九
年
も

生

き

て

い

た

(釈
迦
三
尊
像
光
背
銘
)
。
す
る
と
彼
女
は
一
〇
〇
歳
を
超
え
て
亡
く
な
っ
た
こ
と
に
な
る
。

そ

う

な

る

と

、

穴
 

太
部
間
人
と
崇
峻
と
の
姉
弟
関
係
は
無
く
な
っ
て
く
る
で
し
ょ
う
。

こ
の
ょ
う
に
見
て
く
る
と
、
穴

太

部

間

人

.
穴

太

部

•
崇
峻
の
三
人
 

が
欽
明
の
キ
サ
キ
小
姉
君
の
所
生
は
無
い
こ
と
に
な
り
、
お
そ
ら
く
、
天
武
の
史
局
が
考
え
つ
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
擬
制
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と
見
る
よ
り
ほ
か
理
解
の
仕
様
は
な
い
で
し
よ
う
。
そ
し
て
、

二
人
の
穴
太
部
は
湖
南
の
大
津
市
穴
太
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
崇
峻
に
つ
 

い
て
は
、
湖

東

の

蒲

生

郡

安

土

の

沙

々

貴

神

社

(古
事
記
な
ど
に
見
え
る
崇
峻
の
倭
名
)
が
そ
の
居
処
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
穴
太
 

部
間
人
に
つ
い
て
は
、
丹
後
半
島
の
突
端
部
、
京
都
府
竹
野
郡
間
人
町
が
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
に
は
隣
町
の
竹
野
神
社
に
、
加
佐
郡
の
皇
 

太

神

社

.
豊
受
大
神
社
の
斎
宮
が
あ
り
、
間

人

の

周

辺

に

は

「
天
皇
」

な
ど
と
い
う
小
字
が
見
え
る
こ
と
も
、
こ
の
湖
岸
に
見
え
る
三
人
 

の
関
わ
り
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
『
書
紀
』
が
い
う
大
倭
に
本
拠
を
も
つ
と
い
う
三
人
が
、
そ
の
本
拠
は
湖
岸
と
考
え
な
け
れ
 

ば

、
理
解
し
難
い
と
い
え
る
。

な
ぜ
か
と
い
う
と
、

一
番
最
初
の
所
に
聖
徳
太
子
の
両
親
の
事
が
書
か
れ
て
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
用
明
天
皇
が
お
父
さ
ん
で
、
お
母
 

さ
ん
は
穴
太
部
間
人
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
そ

れ

が

『
日
本
書
紀
』

に
も
書
か
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
そ
れ
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
と
い
 

う
こ
と
で
、
誰
で
も
聖
徳
太
子
の
両
親
を
考
え
る
と

き

は

、
用
明
天
皇
と
お
母
さ
ん
の
穴
太
部
間
人
と
い
う
こ
と
に
な
っ

て

い
る
わ
け
で
 

す

。と
こ
ろ
が
、
面
白
い
と
言
っ
て
は
悪
い
け
ど
、
何
で
も
け
ち
つ
け
る
の
が
好
き
だ
か
ら
と
い
う
わ
け
で
す
が
、
法
隆
寺
の
薬
師
如
来
像
。 

こ
れ
は
昔
は
、
法
隆
寺
に
元
か
ら
あ
っ
た
の
だ
と
言
わ
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
最
近
、

こ
こ
十
年
か
二
十
年
ぐ
ら
い
は
、
天
武
天
皇
、
そ
 

の
近
く
の
人
た
ち
が
こ
れ
を
こ
し
ら
え
て
法
隆
寺
へ
持
っ
て
き
た
ん
だ
と
い
う
話
し
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
あ
ま
り
文
句
も
 

言
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
な
ん
で
す
。

そ
れ
は
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
薬
師
如
来
像
は
真
ん
中
の
釈
迦
如
来
像
よ
り
先
に
で
き
て
い
る
の
に
様
式
的
に
非
常
に
新
し
い
と
い
う
わ
 

け
で
す
。
柔
ら
か
く
作
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
、
着
物
の
線
も
ゆ
っ
た
り
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
釈
迦
三
尊
像
は
、
お
っ
か
な
い
顔
を
 

し
て
い
る
。
も
の
す
ご
い
顔
を
し
て
い
る
。

こ
れ
は
僕
が
言
っ
た
の
で
は
な
く
て
、
京
都
芸
術
大
学
の
学
長
に
な
っ
て
、
こ
の
間
文
化
勲
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章
を
貰
っ
た
梅
原
猛
。
あ
の
人
が
今
か
ら
十
年
ぐ
ら
い
前
、

こ
、っ
い
う
こ
と
を
、
も
の
す
ご
く
い
ろ
ん
な
こ
と
を
言
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
 

し
て
、
聖
徳
太
子
の
釈
迦
三
尊
像
と
い
う
の
は
お
っ
か
な
い
顔
を
し
て
い
る
。
そ
の
他
聖
徳
太
子
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
言
わ
れ
て
い
る
が
、 

そ
れ
は
み
ん
な
ち
よ
つ
と
珍
し
い
仏
様
だ
。
そ
う
い
う
言
い
方
を
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
あ
れ
は
お
か
し
い
と
言
つ
た
の
か
な
。

テ
レ
ビ
 

で
す
か
ら
よ
く
聞
い
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
が
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
、

こ
れ
は
聖
徳
太
子
の
実
際
の
姿
を
写
し
た
仏
像
だ
と
言
わ
れ
 

て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
銘
文
も
非
常
に
細
か
に
書
か
れ
て
い
て
、
聖
徳
太
子
の
姿
が
こ
れ
で
わ
か
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
 

た
ん
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
薬
師
如
来
像
に
は
、
聖
徳
太
子
の
お
父
さ
ん
の
用
明
天
皇
が
病
気
で
、
俺
は
も
う
死
に
そ
う
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
妹
の
推
 

古
天
皇
と
、
そ
れ
か
ら
、
息
子
の
聖
徳
太
子
を
呼
ん
で
、
そ
し
て
、
薬
師
像
を
作
れ
、
そ
し
て
お
寺
も
造
れ
と
言
っ
た
。
だ
か
ら
、

二
人
 

は
親
父
さ
ん
と
兄
貴
の
言
う
通
り
に
法
隆
寺
を
造
っ
て
薬
師
如
来
像
を
作
っ
た
と
い
う
ん
で
す
。

す
る
と
、

こ
う
い
う
親
父
が
死
ぬ
と
き
に
、
お
嫁
さ
ん
の
穴
太
部
間
人
と
い
う
の
は
こ
こ
で
は
何
も
話
が
出
て
こ
な
い
ん
で
す
。
そ
う
 

す
る
と
、

一
体
、
そ
う
い
、っ
寧
と
い
う
の
は
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
あ
る
ん
だ
か
ら
し
よ
う
が
な
い
、
と
言
え
ば
そ
れ
ま
で
で
す
 

け
ど
、
そ
れ
も
お
か
し
い
だ
ろ
う
。

も
う
一
つ
、
釈
迦
三
尊
像
の
銘
文
に
は
、
今
度
は
聖
徳
太
子
の
親
父
さ
ん
の
事
は
全
然
出
て
こ
な
く
て
、
叔
父
さ
ん
の
崇
峻
天
皇
の
事
 

は
書
い
て
あ
る
。
崇
峻
天
皇
の
宮
に
聖
徳
太
子
の
お
母
さ
ん
が
行
っ
た
ん
だ
。
そ
こ
で
、
死
ん
だ
ん
だ
と

い

う
書
き
方
を
し
て
い
る
。
そ
 

う

す

る

と

、
そ
の
崇
峻
天
皇
の
宮
と

い

う

.の
が
ど

こ

な
の
か
と
い

う

と

、
穴
太
部
間

人
は
、
釈
迦
如
来
像
を
見
る
と

、
鬼

前

大

后

(
き
ぜ
 

ん

た

い

こ

、っ
)
と

書
い
て
あ
る
。
鬼

と

い

、っ
の
は
神
だ
か
ら
、
神

前

大

后

(
か
み
さ
き
の
お
お
き
さ
き
)
と

い

、っ
ふ
、っ
に
|̂抗
め
ば
い
い
ん
 

だ

と

、
釈
迦
三
尊
の
注
釈
で
は
書
い
て
あ

る

と

い

う
こ
と
で
す
。

こ
こ
で
、
今
度
は
用

明
天
皇
の
事
は
書
い
て
い

な

い

と

い

うこ
と
で
す
。

—  71 —



そ

う

す

る

と

、
聖
徳
太
子
の
寧
に
つ
い
て
も
ど

つ

ち
か
、
何
か
変
な
ん
だ

と

い

う
感
じ
が
す

る

と

い

う

こ

とで
す
。

そ
し
て
、
今
度
仏
教
伝
来
の
後
、
蘇
我
と
物
部
の
戦
争
が
起
こ
り
ま
す
。
そ

の

時
聖
徳
太
子
は
推
古
天
皇
に
頼
ま
れ
て
、
物
部
氏
を
や

っ

 

つ
け
て
く
れ
と
言
わ
れ
た
。
そ
う
す
る
と
聖
徳
太
子
は
、
難

波

(
な
ん
ば
)
、
今

の

「
な
に
わ
」

で
す
。
ま
こ
と
に
難
波
か
ら
攻
め
て
行
っ
 

た
ん
だ
と
い
う
事
が
、

『
上
宮
聖
徳
太
子
傳
補
闕
記
』
と
い
う
本
に
——

平

安

時

代

も

『
傳
暦
』
な
ん
か
ょ
り
早
い
頃
に
書
か
れ
た
本
で
 

す
-
-
書
い
て
あ
る
。

大
臣
奉
勧
太
子
、
興
愁
軍
士
、
眞
難
波
自
後
而
襲
、

そ
う
す
る
と
、
そ
れ
を
書
い
た
人
は
聖
徳
太
子
が
、
難
波
と
い
う
の
は
ど
こ
だ
か
わ
か
ら
な
い
け
ど
、
と

も

か

く
本
当
に
聖
徳
太
子
は
 

難
波
か
ら
攻
め
て
行
っ
た
ん
だ
と
い
、っ
寧
な
ん
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
神

前

宮

(
か
み
さ
き
の
み
や
)
が
あ
る
と
い
、̂

1¢*は
一
つ
で
し
た
。

そ
れ
か
ら
、
も
う
一
つ
難
波
か
ら
聖
徳
太
子
が
攻
め
て
行
っ
た
。
そ
う
す
る
と
、
難
波
と
言
う
の
は
周
辺
の
弓
削
と
言
う
の
は
物
部
氏
 

の
事
で
す
。
要
す
る
に
別
の
呼
び
方
で
す
。
難
波
と
弓
削
と
い
う
地
名
が
、
琵
琶
湖
に
注
ぐ
姉
川
の
流
域
に
あ
る
。

そ
れ
か
ら
、
も
う
一
つ
、
上
の
方
で
す
。
神
前
宮
。
難
波
と
い
う
所
か
ら
聖
徳
太
子
が
物
部
氏
を
攻
め
た
ん
だ
と
い
、っ
事
で
す
。
そ
う
 

す
る
と
、
聖
徳
太
子
が
い
た
所
は
、
神

前

宮

(
か
み
さ
き
の
み
や
)
で
、

こ
の
川
を
ず
っ
と
下
っ
て
行
き
ま
.す
と
、
姉

B

と
い
う
所
で
合
 

流
し
た
高
時
川
と
い
う
川
が
あ
り
ま
す
。
高
時
川
を
ど
ん
ど
ん
上
っ
て
行
く
と
、
神
前
宮
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
そ
の
辺
に
聖
徳
太
子
の
 

宮
と
な
っ
た
も
の
で
、
こ
の
辺
は
物
部
と
い
う
名
前
が
た
く
さ
ん
あ
る
ん
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
物
部
氏
が
い
た
所
で
は
な
か
つ
た
か
。 

そ
れ
か
ら
、
物
部
氏
を
聖
徳
太
子
が
攻
め
る
の
に
、
難
波
と
言
う
所
が
一
番
都
合
が
良
か
っ
た
の
だ
ろ
う
と
言
う
事
な
ん
で
す
。

こ
れ
は
な
ん
で
か
と
い
い
ま
す
と
、
古
墳
時
代
の
物
で
す
が
、
こ
の
辺
に
は
新
し
い
船
が
。

こ
れ
は
埴
輪
で
す
が
、
準
構
造
船
と
言
う
 

ら
し
い
で
す
が
、
そ
の
船
の
埴
輪
が
こ
の
辺
り
か
ら
出
て
い
る
ん
で
す
。
琵
琶
湖
の
縁
か
ら
も
こ
う
い
う
埴
輪
が
出
て
い
る
。

こ
の
埴
輪
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は
、
五
、
六

か

ら

百

人

ぐ

ら

い

乗

せ

ら

れ

る

物

で

す

。
そ
ん
な
に
乗
る
ん
で
す
か
ね
。
そ
れ
に
も
う
少
し
い
ろ
ん
な
構
造
物
を
作
っ
 

て
、
そ
し
て
そ
の
上
に
人
が
乗
る
ん
で
す
が
、
百
人
ぐ
ら
い
は
優
に
乗
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
聖
徳
太
子
は
、 

難
波
か
ら
百
人
ぐ
ら
い
乗
れ
る
船
を
何
艘
か
仕
立
て
て
、
物
部
の
本
拠
を
攻
撃
し
た
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
て
、
難
波
か
ら
攻
め
て
い
っ
た
時
に
、
秦
川
勝
と
言
、っ
の
は
ご
存
じ
で
す
ね
？

秦
川
勝
と
言
う
の
は
秦
と
言
う
ん
 

だ
か
ら
、
着
物
を
作
る
と
か
な
ん
と
か
い
う
事
な
の
で
す
が
、
彼
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
て
、
新
羅
か
ら
日
本
へ
入
っ
て
き
た
ん
で
す
け
 

れ
ど
、
そ
の
時
に
大
勢
の
家
来
、
自
分
の
家
来
、
要
す
る
に
工
人
で
す
。
そ
れ
を
連
れ
て
、
そ
し
て
ど
こ
へ
来
た
か
わ
か
ら
な
い
。
と
も
 

か
く
聖
徳
太
子
が
い
た
高
月
町
に
は
、
秦

氏

の

お

宮

で

あ

る

丹

生

(
に
う
)
と
い
っ
て
、
仏
像
を
作
る
時
に
金
と
銅
の
他
に
、
そ
れ
に
水
 

銀
が
要
る
わ
け
で
す
。
皆
さ
ん
ご
経
験
が
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
歯
医
者
に
行
く
と
金
歯
を
し
ま
す
。
あ
の
金
の
中
に
錫
を
入
れ
て
か
き
回
 

し
て
、
そ
し
て
歯
に
く
っ
つ
け
て
、
水
銀
を
蒸
発
さ
せ
る
ん
で
す
。
仏
像
を
造
る
時
は
金
が
幾
ら
た
く
さ
ん
あ
っ
た
っ
て
水
銀
が
無
け
れ
 

ば
で
き
な
い
で
す
。
秦
川
勝
が
水
銀
を
取
る
手
段
を
知
っ
て
い
た
。
そ
し
て
秦
川
勝
の
先
祖
が
い
た
所
が
聖
徳
太
子
が
住
ん
で
い
た
の
で
 

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
高
月
町
。
高
月
町
の
こ
の
辺
り
に
、
秦
氏
の
宮
が
ニ
つ
も
三
つ
も
あ
る
ん
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
高
月
町
と
い
う
 

の
は
、
秦
川
勝
と
関
係
が
あ
っ
た
と
考
え
た
つ
て
い
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、

こ
の
辺
り
が
。
そ
し
て
、
こ
の
中
に
は
、
高
時
川
が
姉
 

川
と
合
流
し
て
、
そ
し
て
難
波
に
な
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
所
で
あ
る
と
す
る
と
、
聖
徳
太
子
と
い
う
の
は
、
こ
の
辺
に
い
た
と
す
れ
 

ば

、
聖
徳
太
子
が
難
波
か
ら
攻
め
て
行
く
時
に
秦
川
勝
も
一
緒
に
い
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
大
和
か
ら
は
、
平
群
神
手
と
い
う
人
物
が
、
昔
か
ら
の
伝
説
で
す
が
、

い
ろ
い
ろ
先
祖
が
悪
い
事
す
る
か
ら
、
滅
ぼ
さ
れ
た
ん
 

だ
け
ど
、
な
ん
と
か
生
き
残
っ
た
。
そ
の
頃
の
氏
族
の
構
成
か
ら
見
れ
ば
ア
ゥ
ト
ロ

ー
で
す
。

ア
ゥ
ト
ロ

ー

と
呼
ぶ
べ
き
人
た
ち
が
聖
徳
 

太
子
に
く
っ
つ
く
ん
で
す
。
平
群
氏
と
い
う
の
は
、
悪
い
事
ば
か
り
す
る
け
れ
ど
も
、
と
も
か
く
聖
徳
太
子
は
、
そ
う
い
う
人
を
配
下
に
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持
つ
、
と
い
う
人
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
感
じ
が
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
五
十
人
百
人
は
乗
れ
 

る
船
を
造
る
。

こ
れ
は
一
隻
で
は
な
い
ん
で
す
か
ら
。
何
隻
も
あ
る
。
そ
の
埴
輪
が
こ
の
辺
り
か
ら
数
年
の
間
に
ニ
隻
か
三
隻
出
て
い
る
 

ん
で
す
。

こ
れ
が
今
の
高
時
川
で
す
が
、

こ
の
辺
り
に
崇
峻
天
皇
が
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
事
に
な
っ
て
ま
す
。
沙
々
貴
神
社
と
い
 

う
の
が
こ
の
下
の
安
土
と
い
う
所
に
あ
る
ん
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
沙
々
貴
神
社
と
か
、
そ
う
い
う
お
宮
が
あ
っ
て
、
聖
徳
太
子
が
亡
く
 

な
っ
た
時
、

『
法
王
帝
説
』

に
釋
日
..(釋
し
て
日
く
)
と
い
っ
て
、
神

前

宮

(
か
み
さ
き
の
み
や
)
に

穴

太

部

間

人

(
あ
な
ほ
べ
の
は
じ
 

ひ
と
)
が
い
た
ん
だ
、
と
い
う
話
に
割
に
近
づ
い
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
感
じ
が
す
る
ん
で
す
。

も
う
一
つ
お
か
し
な
こ
と
は
、
『
日
本
書
紀
』

の

注

釈

書

で

『
釋
日
本
紀
』
と
言
う
本
が
あ
り
ま
す
が
、
そ

の
中
に
、

聖
徳
太
子
が
若
 

い
頃
、
蘇

我

.
物
部
戦
争
が
終
わ
っ
た
頃
に
、
伊
豫
の
道
後
の
温
泉
へ
行
っ
た
と
い
、っ
事
が
書
い
て
あ
る
わ
け
で
す
。

『
伊
豫
風
土
記
』

に
、
景

行

.
仲
哀
の
天
皇
が
皇
后
同
伴
で
伊
豫
の
道
後
に
旅
行
さ
れ
た
。
わ
が
上
宮
聖
徳
皇
子
も
、
高

麗

僧

惠

慈

. 

葛
城
臣
ら
が
お
供
し
て
、
前
の
二
人
の
天
皇
と
同
じ
よ
う
に
道
後
の
温
泉
に
旅
行
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
湯

岡

(射
狭
庭
乃
岡
)
に
碑
文
を
 

建
て
ら
れ
た
。
そ
の
碑
文
は
、

法
興
六
年
十
月
歳
在
丙
辰
、
我
法
王
大
王
、
与
惠
総
法
師
及
葛
城
臣
、
逍
遥
夷
与
村
、
正
観
神
井
、
歎
世
妙
験
、
欲
叙
意
、
聊
作
 

碑
文
一
首
、
惟

夫

、
日
月
照
於
上
而
不
私
、
神
井
出
於
下
無
不
給
、
万
機
所
以
妙
応
、
百
姓
所
以
潜
扇
、
若
乃
照
給
無
偏
私
、
何
 

異
于
壽
国
、
随
華
台
而
開
合
、
沐
神
井
而

瘳疹
、
話
升
于
落
花
池
而
化
溺
、
窺
望
山
岳
之
嫌
崢
、
反
冀
子
平
之
能
往
、
椿
樹
相

癃 

而
穹
窿
、
実
想
五
百
之
張
蓋
、
臨
朝
啼
鳥
而
戯
吐
下
、
何
暁
乱
音
之
聒
耳
、
丹
花
卷
葉
而
映
照
、
玉
菓
弥
葩
以
垂
井
、
経
過
其
下
、 

可
優
遊
豈
悟
洪
権
霄
庭
意
与
才
拙
、
実
慚
七
歩
、
後
定
君
子
、
幸
無
蚩
咲
也
、

と
見
え
て
い
る
。

こ
の
法
王
大
王
の
碑
文
は
後
年
埋
没
し
た
の
で
す
が
、

こ
れ
に
は
い
ま
見
た
重
要
な
事
が
書
い
て
あ
る
。
そ
の
一
つ
が
、
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物
部
戦
争
終
結
後
に
道
後
の
温
泉
へ
行
っ
た
事
で
す
。
そ
の
中
に
、
聖

徳

太

子

の

こ

と

を

「
法
王
大
王
」
と
言
い
、

こ
れ
は
釈
迦
天
皇
と
 

言
う
事
で
、
近
江
系
の
天
皇
と
同
じ
系
統
の
天
皇
と
し
て
行
動
し
て
い
た
、
と

い

う
こ
と
が
明
確
で
す
。

そ
の
道
後
の
温
泉
と
い
う
の
は
、
そ
の
隣
に
何
が
あ
る
か
と
い
う
と
、
熟

田

津

(
ニ
ギ
タ
ツ
)
と
い
う
所
が
あ
る
。
熟
田
津
と
い
う
所
 

は
、
外
国
へ
行
く
船
が
停
ま
る
所
な
ん
で
す
。

熟
田
津
に
船
乗
り
せ
ん
と
月
待
て
ば

潮

も

か

な

ひ

ぬ

い

ま

は

漕

ぎ

い

で

な

 

と
い
う
額
田
王
の
歌
が
あ
り
ま
す
。
あ
あ
い
う
ふ
う
に
し
て
外
国
と
交
通
の
基
地
。

そ
れ
で
、
ま
た
け
ち
つ
け
る
ん
で
す
が
、
蘇
我
氏
で
も
、
推
古
.天
皇
で
も
、
大
和
に
い
て
海
に
出
る
道
な
ん
て
無
い
ん
で
す
。
大
和
川
っ
 

て
あ
る
じ
や
な
い
か
と
。
大
和
川
と
い
う
の
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
あ
ん
な
大
き
く
な
っ
た
の
は
江
戸
時
代
に
な
つ
て
か
ら
で
す
。
江
戸
時
 

代
に
な
っ
て
か
ら
、
家
康
が
片
桐
且
元
に
、
あ
そ
こ
に
あ
る
大
き
な
石
を
壊
せ
。
そ
し
て
、
あ
の
川
を
大
阪
ま
で
通
じ
る
よ
う
に
し
ろ

と

 

言
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
あ
の
川
が
航
行
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
昔
は
、
あ
れ
は
関
西
線
の
亀
ノ
瀬
と
い
う
所
で
す
。
そ
こ
で
い
っ
 

べ
ん
降
り
て
、
そ

し

て

船

を

乗

り

換

え

な

い

と

こ

つ

ち

(
飛
鳥
)

へ
来
な
い
と
言
わ
れ
ま
す
。
そ
う
い
う
不
便
な
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
い
 

け
な
い
の
で
、
推
古
天
皇
で
も
蘇
我
氏
で
も
中
国
と
交
通
で
き
る
わ
け
が
ま
ず
無
い
と
考
え
た
方
が
良
い
の
で
は
な
い
で
し
よ
う
か
。

そ
し
て
、
こ
の
熟
田
津
と
い
う
所
か
ら
船
が
出
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
聖
徳
太
子
の
い
る
所
、
今
の
高
月
町
。

こ
の
辺
り
か
ら
船
 

に
乗
っ
て
出
る
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
だ
か
ら
、
聖
徳
太
子
に
付
い
て
伊
豫
の
道
後
へ
行
っ
た
時
に
、
聖
徳
太
子
は
碑
文
を
建
て
 

た
。
そ

し

て

自

分

の

こ

と

を

「
法
王
大
王
」
と
言
っ
た
。
聖
徳
太
子
は
、

こ

の

前

は

「
太
子
」
だ
と
か
、
そ
う
い
う
事
を
言
っ
て
い
る
の
 

に
、
「
法
王
大
王
」
と
言
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
「
大
王
」
と
い
う
の
は
天
皇
さ
ん
と
い
う
事
で
す
。
そ

し

て

「
法
王
」
と
言
う
の
は
何
か
 

と
い
う
と
、
釈
迦
の
こ
と
を
法
王
と
言
っ
た
ん
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
聖

徳

太

子

は

蘇

我

•
物
部
戦
争
の
後
か
ら
は
、
釈
迦
天
皇
と
、
自
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分
も

言
っ
た
し
、
世
間
か
ら
も

そ

う
言

わ

れ

て

い

た

と

い

う
事
で
す
。

そ
し
て
、
伊
豫
の
道
後
。

こ
れ
は
道
後
の
温
泉
の
碑
と
い
う
の
は
、
す
ぐ
か
ど
う
か
知
り
ま
せ
ん
が
、
と
も
か
く
伊
豫
の
射
狭
庭
の
岡
 

と
い
う
所
に
碑
が
建
っ
て
い
た
の
で
す
け
ど
、
そ
れ
が
地
震
で
沈
ん
じ
ゃ
っ
た
。
そ
し
て
、
聖
徳
太
子
の
碑
だ
か
ら
、
掘
り
返
そ
う
と
し
 

た
ら
、
周
り
の
人
が
、

こ
れ
を
掘
り
返
さ
れ
た
ら
困
る
、
温
泉
が
止
ま
っ
ち
ゃ
う
。
温
泉
が
止
ま
っ
た
ら
商
売
上
が
っ
た
り
だ
か
ら
や
め
 

て
く
れ
と
い
う
の
で
、
や
め
た
話
が
あ
る
。
だ
け
ど
、
そ
の
前
に
、
『
伊
豫
風
土
記
』

の
中
に
こ
の
話
が
載
っ
て
い
る
ん
で
す
。

そ
う
す
 

る

と

『
伊
豫
風
土
記
』

が
あ
れ
ば
い
い
わ
け
で
す
が
、
そ

の

『伊
豫
風
土
記
』
が
悪
い
具
合
に
、
ま
た
散
逸
し
ち
ゃ
っ
た
。
わ
ず
か
に
残
っ
 

て
い
る
の
が
、
さ

っ

き

の

『
釋
日
本
紀
』

に

出

て

い

る

『
伊
豫
風
土
記
』

の
逸
文
だ
と
。

こ
う
い
、っ
事
で
す
。
だ
か
ら
、
聖
徳
太
子
と
い
 

う
の
は
割
に
運
が
悪
い
と
い
う
事
が
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
う
し
て
、

こ

の

時

「
大
王
」
と
言
っ
て
、
そ
れ
か
ら
十
年
、

二
十
年
経
っ
て
聖
徳
太
子
が
亡
く
な
っ
た
時
、
法
隆
寺
の
釈
迦
三
尊
像
 

の

光

背

銘

に

今

度

は

「
上
宮
法
皇
と
言
わ
れ
て
い
た
」
と
い
、っ
事
が
書
い
て
あ
る
の
で
す
が
。

こ

う

い

う
ふ
う
に
し
て
、

「
法

皇

」

と
言
 

う
の
は
釈
迦
天
皇
の
事
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
聖
徳
太
子
は
太
子
と
か
な
ん
と
か
で
は
な
く
て
、
天
皇
さ
ん
だ
と
い
、っ
事
で
す
。

何
で
そ
う
い
う
事
に
な
っ
た
か
と
い
う
と
、
奈
良
の
元
興
寺
の
縁
起
な
の
で
す
が
、
そ
の
元
に
な
っ
た
の
が
飛
鳥
の
法
興
寺
。
推
古
天
 

皇
や
蘇
我
氏
が
建
て
た
と
い
う
大
き
な
釈
迦
三
尊
像
が
あ
る
所
で
す
。
そ
れ
が
奈
良
へ
移
っ
て
、
あ
れ
は
残
っ
て
い
る
ん
で
す
。
そ
れ
で
、 

そ
の
奈
良
の
元
興
寺
の
銘
文
が
元
興
寺
の
縁
起
の
後
に
、
「
難
波
の
天
皇
の
世
、
辛
亥
の
年
正
月
五
日
に
孝
徳
天
皇
は
元
興
寺
に
露
盤
銘
 

を
や
っ
た
ん
だ
」
と
書
い
て
あ
る
ん
で
す
。
露
盤
銘
と
い
う
の
は
、
五
重
の
塔
な
ら
五
重
の
塔
の
上
に
あ
る
四
角
い
箱
み
た
い
の
が
あ
っ
 

て
、
そ
の
上
に
棒
が
立
っ
て
い
て
、

い
ろ
ん
な
も
の
が
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
の
箱
み
た
い
の
に
書
い
て
あ
る
の
が
露
盤
銘
。
と
こ
ろ
が
、 

こ
れ
は
そ
ん
な
こ
と
で
は
な
く
て
、
元
興
寺
の
縁
起
に
露
盤
銘
が
く
っ
つ
け
て
あ
る
ん
だ
。
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そ
う
し
て
、

こ
の
後
に
も
っ
と
不
思
議
な
事
は
、
元
興
寺
に
は
、
今
言
っ
た
よ
う
に
丈
六
仏
が
あ
り
ま
す
。
「
丈
六
仏
の
光
背
銘
と
い
 

う
の
は
こ
こ
に
あ
る
」
と
書
い
て
あ
る
。

こ
れ
し
か
な
い
ん
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
元
興
寺
の
露
盤
銘
と
光
背
銘
と
い
う
の
は
、
元
興
寺
 

の
縁
起
に
し
か
く
つ
つ
い
て
な
い
ん
だ
。
そ
う
す
る
と
、
露
盤
銘
じ
や
な
い
だ
ろ
う
し
、
光
背
銘
じ
や
な
い
だ
ろ
、っ
と
、

こ

、っ
言
う
ん
で
 

す

。
そ
れ
で
、
お
か
し
い
と
思
う
の
は
、
法
起
寺
に
は
露
盤
銘
が
あ
っ
た
。
だ
け
ど
、
そ
れ
は
何
に
書
い
て
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
聖
徳
 

太
子
の
事
や
何
か
を
た
く
さ
ん
書
い
て
い
る
法
隆
寺
の
顕
真
と
い
う
坊
さ
ん
の
『
聖
徳
太
子
傳
私
記
』
と
い
う
本
の
中
に
書
か
れ
て
い
る
。 

そ
れ
し
か
な
い
ん
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
そ
れ
し
か
な
い
の
な
ら
、
そ
れ
で
そ
れ
は
あ
ち
こ
ち
お
か
し
い
か
ら
、
会
津
八
一
と
い
う
人
が
 

こ
れ
を
復
元
し
て
、
そ
し
て
こ
の
銘
文
は
こ
う
い
う
も
の
だ
と
い
う
ふ
う
に
言
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
、
会

津

さ

ん

の

『法

隆

寺

•
法
 

起

寺

.
法
輪
寺
建
立
年
代
の
研
究
』
と
い
う
本
の
中
に
書
い
て
あ
り
ま
す
。

上
宮
太
子
聖
徳
皇
壬
午
年
二
月
廿
二
日
臨
崩
之
時
、
於
山
代
兄
王
勅
御
願
旨
、
岡
本
宮
殿
宇
即
處
傳
將
作
寺
。
乃
入
大
倭
國
田
十
 

ニ
町
、
近
江
國
田
卅
町
。
至
于
戊
戌
年
福
亮
僧
正
聖
徳
皇
御
分
敬
造
彌
勒
像
一
躯
構
立
金
堂
。
至
于
こ
酉
年
惠
施
僧
正
爲
竟
御
願
 

構
立
寳
塔
丙
午
年
三
月
露
盤
營
作
。

そ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
銘
文
と
い
う
の
は
、
あ
る
時
は
、
そ
れ
は
お
寺
の
塔
の
上
に
あ
っ
た
も
の
も
あ
る
け
ど
、
そ
れ
は
薬
師
寺
、
粟
 

原
寺
と
か
い
ろ
ん
な
お
寺
の
銘
文
は
残
っ
て
い
ま
す
が
。
と
こ
ろ
が
こ
う
い
う
ふ
う
に
紙
に
書
か
れ
た
物
と
い
う
の
は
あ
る
わ
け
で
す
。 

し
か
も
も
う
一
つ
、
法
隆
寺
で
は
法
起
寺
の
銘
文
を
、
京
都
の
お
公
家
さ
ん
が
法
隆
寺
へ
行
っ
て
、
そ
し
て
こ
の
銘
文
を
書
き
取
っ
て
帰
っ
 

て

く

る
と
い
う
話
が
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
今
い
る
人
た
ち
で
そ
う
い
う
経
験
を
ご
存
じ
な
い
方
は
、
法
隆
寺
へ
行
っ
て
、
そ
 

し
て
お
寺
の
中
で
何
が
書
い
て
あ
る
か
わ
か
ら
な
い
物
を
持
っ
て

く

る
な
ん
て
い
う
の
は
、

こ
れ
は
ィ
ン
チ
キ
だ
と
。
だ
か
ら
、
法
起
寺
 

の
三
重
の
塔
の
銘
文
な
ん
て
い
う
の
は
無
か
っ
た
ん
だ
と
言
う
人
も
い
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
の
が
果
た
し
て
い
い
か
悪
い
か
、
と
い
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う
よ
う
な
寧
。
悪
い
に
決
ま
つ
て
る
ん
で
す
。
そ
う
い
う
寧
も
起
こ
つ
て
く
る

と

い
う
こ
と
で
す
か
ら
。

そ

、つ
し
て
、

こ
、つ
い
、つ
こ
と
が
言
え
ま
す
。
聖

徳

太

子

が

生

き

て

い

る

時

に

『
隋
書
』
。
中
国
の
隋
の
こ
と
を

、

ち

よ

、つ
ど
推
古
天
皇
 

の
頃
で
す
。

『
隋
書
』

の
隋
の
歴
史
の
中
に
、
日
本
の
事
を
書
い
た
倭
国
伝
の
中
に
、
「
開
皇
二
十
年
——

推
古
八
年
、
西
暦
六
〇
〇
年
の
 

頃
——

倭
王
あ
り
、
姓

は

阿

毎

(
あ

め

)
、
字

は

多

利

思

比

孤

(
た
ら
し
ひ
こ
)
、

阿

輩

鷄

弥

(
あ

め

き

み

)

と

号

す

」
。

と
い
う
の
が
 

「
使
い
を
遣
わ
し
て
闕
に
詣
る
」
、

こ
、つ
い
う
ふ
う
に
書
い
て
あ
る
。
阿

毎

.
多

利

思

比

孤

(
あ

め

.
た
ら
し
ひ
こ
)
と
い
う
の
は
男
の
名
 

前
で
す
。

そ
う
す
る
と
、
さ

つ

き
言
つ
た
勇
ま
し
い
事
を
書
く
梅
原
猛
は
、
当
時
、
要
す
る
に
女
帝
は
外
交
は
で
き
な
い
ん
だ
。
よ
そ
へ
出
る
と
 

女
は
恥
ず
か
し
い
か
ら
、
仮
に
男
の
名
前
に
し
た
ん
だ
と
い
う
の
で
す
が
。

こ
れ
は
そ
う
で
は
な
く
て
、
聖

徳

太

子

が

阿

毎

•
多
利
思
比
 

孤

(
あ

め

.
た
ら
し
ひ
こ
)

の
大
君
と
言
わ
れ
て
、
そ
の
人
が
隋
に
使
い
を
遣
わ
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
様
子
を
書
い
て
あ
る
の
で
す
が
、 

こ
の
中
に
冠
位
十
二
階
の
事
、
そ
れ
か
ら
、
軍

尼

(
国
造
)

の
事
。
そ
う
い
う
よ
う
な
事
が
書
い
て
あ
る
。
当
時
日
本
に
は
、
も
う
既
に
 

聖
徳
太
子
の
麾
下
に
は
八
十
万
人
ぐ
ら
い
は
い
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
内
官
に
十
二
等
、
冠
位
十
二
階
を
聖
徳
太
子
が
既
に
定
め
て
い
 

る
ん
だ
。

こ
れ
は
推
古
八
年
の
こ
と
で
す
。

『
日
本
書
紀
』

で
は
冠
位
十
二
階
が
で
き
た
の
は
推
古
十
二
年
の
こ
と
で
す
。

そ
う
す
る
と
、

『
日
本
書
紀
』

に

書

い

て

あ

る

こ

と

と

『
隋
書
』
と
全
然
話
が
違
う
。
大
体
、
秦
川
勝
だ
と
か
、

平
群
神
手
だ
と
か
言
 

う
よ
う
な
人
が
物
部
戦
争
に
手
柄
を
立
て
た
。
そ
う
し
た
ら
聖
徳
太
子
は
後
に
冠
位
十
二
階
を
作
つ
た
時
小
徳
を
や
つ
た
と
か
な
ん
と
か
 

と
い
、つ
事
に
な
つ
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
十
何
年
も
経
た
な
け
れ
ば
論
功
行
賞
を
や
ら
な
か
つ
た
と
い
う
の
は
、
ち
よ
つ
と
話
が
間
延
び
し
 

す
ぎ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、

こ
れ
は
推
古
八
年
の
こ
と
だ
と
い
う
頃
は
、
ち
よ
う
ど
い
い
の
で
は
な
力

ろ

う

力

と

い
う
こ
と
な
ん
で
す
。

そ
う
し
て
、
聖
徳
太
子
、
阿

毎

.
多

利

思

比

孤

(
あ

め

.
た
ら
し
ひ
こ
)
。

こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
『
古
事
記

j

や

『
日
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本
書
紀
』

に
載
っ
て
い
る
天
皇
さ
ん
の
名
前
を
見
る
と
、
足
彦
、
帯

彦

(
た
ら
し
ひ
こ
)
と
い
う
よ
う
な
書
き
方
を
し
て
い
る
人
が
何
人
 

か
い
る
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
琵
琶
湖
の
ほ
と
り
に
い
る
人
た
ち
の
事
。
だ
か
ら
、
聖
徳
太
子
は
、
そ
う
い
う
人
た
ち
 

の
系
統
を
引
く
人
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
方
が
で
き
る
。

こ
う
い
う
わ
け
で
す
。
そ
う
し
て
、
聖
徳
太
子
の
顔
が
、
梅
原
猛
氏
も
言
っ
 

て
い
ま
し
た
が
、
も
の
す
ご
く
お
っ
か
な
い
顔
を
し
て
い
る
。
仏
様
と
い
う
の
は
、
あ
あ
い
う
顔
は
普
通
は
見
な
い
で
す
。
そ
れ
で
仏
様
 

は
、
こ
の
人
は
、
今
言
っ
た
よ
う
に
大
和
に
住
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
ん
で
す
。
近
江
に
住
ん
で
い
た
。
そ
し
て
亡
く
な
っ
て
か
ら
、
聖
 

徳
太
子
の
も
う
一
人
の
、
膳

部

菩

岐

々

美

(
か
し
わ
で
の
ほ
き
き
み
)
と
い
、っ
奥
さ
ん
と
、
蘇
我
系
の
奥
さ
ん
と
両
方
あ
る
ん
で
す
。
山
 

背

大

兄

(
や
ま
し
ろ
お
お
え
)
と
い
う
の
が
蘇
我
系
の
息
子
だ
。
そ
う
す
る
と
、
そ
っ
ち
の
人
た
ち
が
聖
徳
太
子
の
こ
と
を
こ
う
い
う
恐
 

ろ
し
い
顔
に
し
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
し
な
い
と
、
『
隋
書
』

に
出
て
く
る
怖
い
顔
を
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、

そ
う
い
う
こ
と
を
 

書
い
て
あ
る
—

r

隋
に
至
り
、
そ
の
王
始
め
て
冠
を
制
す
。
錦
綵
を
以
て
こ
れ
を
為
り
」
。
今
ま
で
あ
ま
り
良
い
服
も
着
て
い
な
か
っ
 

た
の
が
、
隋
の
時
に
な
っ
て
初
め
て
金
銀
を
散
り
ば
め
た
服
を
着
て
、
そ
し
て
政
治
を
執
っ
て
い
た
、
と
言
う
事
が
わ
か
り
そ
う
な
気
が

る

と

い

、
っ

こ

と

で

^

O
N

。

と

こ

ろ

が

『
日
本
書
紀
』
は
、
聖
徳
太
子
は
十
九
の
時
に
斑
鳩
宮
か
ら
推
古
天
皇
の
い
る
飛
鳥
宮
へ
、
太
子
に
な
っ
て
毎
日
通
っ
て
い
 

た
と
い
う
ん
で
す
。

そ
う
す
る
と
、
こ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
。
今
の
馬
は
大
き
く
て
力
が
あ
る
競
馬
に
出
る
よ
う
な
馬
で
す
。
あ
あ
い
う
馬
は
一
時
間
に
十
 

キ
ロ
走
る
。
そ
れ
は
そ
う
で
し
よ
う
。
十
キ
ロ
ぐ
ら
い
走
ら
な
け
れ
ば
ど
う
か
し
ち
ゃ
う
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
聖
徳
太
子
の
馬
も
十
キ
ロ
 

走
っ
た
か
ら
、

ニ
時
間
で
飛
鳥
宮
へ
着
く
。
法
隆
寺
か
ら
推
古
天
皇
の
宮
ま
で
二
十
キ
ロ
で
す
。
だ
か
ら
聖
徳
太
子
は
太
子
と
し
て
推
古
 

天
皇
の
所
に
毎
日
通
っ
た
。

こ
う
言
っ
て
い
る
と
理
屈
に
合
い
そ
う
な
気
が
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
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と
こ
ろ
が
、
さ
っ
き
言
っ
た
ょ
う
に
、
そ
う
い
う
当
時
の
馬
、
今
は
聖
徳
太
子
が
伊
豫
の
道
後
へ
行
っ
た
。
そ
の
近
く
に
野
間
馬
と
い
 

う
馬
が
あ
る
ん
で
す
。
馬
の
高
さ
が
百
二
十
セ
ン
チ
。
そ
し
て
、
そ
ん
な
に
速
く
走
れ
る
馬
で
は
な
い
と
い
う
ん
で
す
。
そ
う
す
る
と
、 

慌
て
て
今
の
馬
と
一
緒
の
大
き
さ
だ
と
思
っ
た
ら
大
間
違
い
で
、
そ
の
頃
の
馬
と
い
う
の
は
小
さ
い
馬
だ
っ
た
。
そ
れ
へ
聖
徳
太
子
が
乗
っ
 

て
い
た
ら
、

ニ
時
間
ど
こ
ろ
の
騷
ぎ
じ
や
な
い
。
今
の
人
間
と
そ
ん
な
に
変
わ
ら
な
い
。

二
十
キ
ロ
と
い
う
と
四
里
、
三
時
間
ぐ
ら
い
は
 

か
か
る
だ
ろ
う
と
い
、っ
事
に
な
る
と
、

ニ
時
間
の
話
と
い
う
の
は
お
か
し
く
な
つ
て
く
る
。

そ
し
て
、
も
し
十
キ
ロ
を
一
時
間
で
走
れ
る
と
し
た
ら
、
別
の
問
題
が
あ
る
ん
で
す
。
文
句
ば
か
り
言
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、

こ
の
時
 

代

、
大
化
の
改
新
頃
の
天
皇
さ
ん
が
政
治
を
始
め
る
の
は
夜
中
の
三
時
か
四
時
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
聖
徳
太
子
が
二
十
キ
ロ
を
ニ
時
間
 

で
行
っ
た
と
し
て
も
、
真
っ
暗
な
道
を
斑
鳩
か
ら
飛
鳥
ま
で
行
か
な
き
や
い
け
な
い
と
い
、っ
事
で
す
。
そ
ん
な
事
が
で
き
た
も
の
で
は
な
 

か
ろ
う
。
街
灯
な
ん
か
無
い
ん
で
す
。
そ
う
い
う
所
へ
行
く
と
い
う
の
だ
か
ら
、
聖
徳
太
子
が
太
子
だ
と
い
う
話
は
、
ま
ず
お
か
し
い
。 

嘘
だ
と
い
う
事
で
、
聖
徳
太
子
は
恐
ら
く
天
皇
さ
ん
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
亡
く
な
っ
た
の
は
推
古
天
皇
の
頃
だ
ろ
う
。
推
古
天
皇
 

が
、
孝
徳
の
露
盤
銘
に
ょ
る
と
、
推

古

天

皇

が

聖

徳

太

子

に

揖

命

(
ゆ
う
め
い
)
し
た
と
書
い
て
あ
る
。
聖
徳
太
子
に
お
願
い
し
て
、
そ
 

し
て
自
分
の
天
皇
さ
ん
を
も
う
譲
っ
た
ん
だ
と
言
、っ
事
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
推
古
天
皇
が
、
天
皇
さ
ん
で
な
け
れ
ば
具
合
が
悪
い
か
ら
、 

r

日
本
書
紀
』
だ
と
か
、
天
武
天
皇
だ
と
か
、

い
ろ
い
ろ
な
人
が
そ
う
い
う
わ
け
で
、
聖
徳
太
子
は
も
う
天
皇
さ
ん
だ
っ
た
と
い
う
ふ
う
 

に
考
え
な
い
と
話
が
お
か
し
い
。
だ
け
ど
、
聖
徳
太
子
は
早
く
、
四
十
九
歳
で
亡
く
な
っ
た
か
ら
。
そ
う
す
る
と
、
そ
の
後
誰
が
来
る
。 

今
度
は
聖
徳
太
子
の
時
に
太
子
だ
っ
た
と
い
う
人
。
そ
れ
は
推
古
天
皇
の
次
の
舒
明
天
皇
が
太
子
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
の
舒
明
天
皇
が
 

聖
徳
太
子
に
頼
ま
れ
て
、
そ
し
て
法
起
寺
を
造
っ
た
時
、
聖
徳
太
子
は
、
今
ま
で
聖
徳
太
子
に
つ
い
て
は
法
皇
と
か
、
法
王
大
王
と
か
い
 

う
ふ
う
に
天
皇
と
言
っ
て
い
た
の
を
舒
明
天
皇
は
、
上
宮
太
子
聖
徳
皇
と
初
め
て
言
っ
た
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
舒
明
天
皇
の
時
、
聖
徳
太
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子
は
太
子
に
格
下
げ
さ
れ
た
と
い
う
わ
け
で
す
。
格
下
げ
さ
れ
て
ど
う
し
た
か
と
い
う
と
、
今
ま
で
釈
迦
天
皇
の
た
め
に
釈
迦
像
を
作
つ
 

た
。
今
度
は
格
下
げ
さ
れ
た
か
ら
、
弥
勒
菩
薩
を
作
る
よ
う
に
な
つ
た
と
言
、っ
事
で
す
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
、
聖
徳
太
子
と
い
う
の
 

は
、

い
ろ
い
ろ
な
人
々
の
間
で
重
要
視
さ
れ
て
い
く
の
で
す
が
、

こ

れ

を

『
日
本
書
紀
』
を
作
つ
た
り
、

こ
う
い
う
こ
と
を
や
つ
た
り
す
 

る
人
は
、
要
す
る
に
難
波
の
近
江
系
の
天
皇
さ
ん
な
ん
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
近
江
の
天
皇
さ
ん
と
い
う
の
は
、
琵
琶
湖
へ
入
る
時
、

一 

番
最
初
に
あ
る
ォ
キ
ナ
ガ
タ
ラ
シ
ヒ
メ
神
功
皇
后
。
そ
う
い
う
人
た
ち
の
系
統
の
跡
を
継
い
だ
の
が
天
武
天
皇
だ
と
。
そ
し
て
、
天
武
天
 

皇
は
聖
徳
太
子
を
太
子
に
し
た
ん
だ
。
だ
か
ら
、
聖
徳
太
子
が
太
子
と
言
わ
れ
た
の
は
ず
つ
と
後
の
話
、
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
 

で
は
な
い
か
。

だ
か
ら
、

『
法
王
帝
説
』
だ
と
か
、
古

い

物

の

中

に

は

聖

徳

太

子

の

こ

と

を

「
聖
徳
太
子
」
と
書
い
た
物
は
一
つ
も
無
い
。
「
聖
徳
太
子
」 

と
言
い
出
し
た
の
は
、
日
本
で
一
番
最
初
に
で
き
た
懐
風
藻
と
い
う
詩
集
が
あ
り
ま
す
。
あ
の
詩
集
の
序
文
に
あ
る
の
が
一
番
最
初
で
す
。 

そ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
、
聖
徳
太
子
と
い
う
の
は
い
ろ
い
ろ
と
、
ま
だ
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
が
た
く
さ
ん
あ
る
と
言
う
こ
と
で
す
。

ま
だ
お
話
し
す
る
事
も
あ
り
ま
す
が
、
今
日
は
こ
の
ぐ
ら
い
に
し
て
お
き
ま
す
。

-
-
-
-
了

 

-
-
-
-
-
-
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