
は

じ

め

に

『
日
本
書
紀
』
欽
明
天
皇
十
三
年
（
五
五
二
）
十
月
条
に
よ
る
と
、
百
済
か
ら

公
式
に
も
た
ら
さ
れ
た
仏
像
が
、
物
部
尾
輿
ら
に
よ
っ
て
、
難
波
堀
江
に
流
さ
れ

た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
崇
仏
派
・
排
仏
派
の
激
し
い
抗
争
を
物
語
る
記
述
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
、
古
代
の
史
料
に
は
こ
の
ほ
か
に
も
、
こ
の
難
波
堀
江
が
仏
像
の

流
さ
れ
る
場
所
と
し
て
、
複
数
回
記
録
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
先
に
指
摘
し
た
『
日
本
書
紀
』
欽
明
天
皇
十
三
年
十
月
条
が
あ
る
。
年

代
を
追
っ
て
み
る
と
、
次
に
『
元
興
寺
縁
起
』
庚
寅
年
（
五
七
〇
）
の
記
述
で
あ

（
�
）
る
。
こ
れ
は
、『
日
本
書
紀
』
紀
年
に
対
比
す
る
と
、
欽
明
天
皇
三
十
一
年
の
こ

と
と
な
る
。
次
に
『
日
本
書
紀
』
敏
達
天
皇
十
四
年
三
月
三
十
日
条
で
あ
る
。
さ

ら
に
、『
日
本
霊
異
記
』
上
巻
五
話
に
、
敏
達
天
皇
の
時
代
の
こ
と
と
し
て
、
大

阪
湾
海
上
で
得
た
樟
で
作
成
し
た
仏
像
が
、
物
部
守
屋
に
よ
っ
て
難
波
堀
江
に
流

さ
れ
よ
う
と
し
た
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
た
だ
し
、
大
阪
湾
海
上
で
樟
を
得
て
、

仏
像
を
造
っ
た
と
い
う
記
述
は
、『
日
本
書
紀
』
に
よ
る
と
欽
明
天
皇
十
四
年
の

こ
と
と
記
さ
れ
て
い
る
。

と
も
あ
れ
、
難
波
堀
江
は
『
日
本
書
紀
』・『
元
興
寺
縁
起
』・『
日
本
霊
異
記
』

と
い
う
、
明
ら
か
に
系
統
の
異
な
る
古
代
史
料
に
、
四
回
も
見
る
こ
と
が
出
来
る

の
で
あ
る
。
し
か
も
、
時
代
設
定
が
い
ず
れ
も
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
た

か
も
、
難
波
堀
江
は
古
代
に
お
け
る
仏
像
の
廃
棄
物
（
仏
）
処
理
場
の
よ
う
に
扱

わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
ぜ
、
仏
像
は
何
度
も
難
波
堀
江
に
流
し
棄
て
ら
れ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
小
稿
で
は
、
前
掲
の
四
件
の
史
料
を
詳
細
に
検
討
し
、
難
波
堀
江
に
何
度
も

仏
像
が
流
し
棄
て
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
背
景
と
、
併
せ
て
仏
教
公
伝
の

時
代
背
景
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
難
波
堀
江
の
位

置
に
つ
い
て
は
、
諸
説
あ
る
が
小
稿
で
は
本
題
か
ら
そ
れ
る
た
め
、
そ
の
考
証
は

行
わ
な
い
。

一

流
さ
れ
な
か
っ
た
仏
像

飛
鳥
期
に
お
い
て
、
仏
像
の
流
し
棄
て
ら
れ
る
べ
き
地
と
し
て
、
難
波
堀
江

は
、
状
況
や
時
代
を
異
に
し
な
が
ら
も
、
複
数
の
史
料
に
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
詳
細
に
そ
れ
ら
の
史
料
を
見
る
と
、
上
述
の
四
件
の
史
料
の
内
、
二
件
に
つ

難

波

堀

江

考

│
│
仏
教
公
伝
年
の
再
検
討
│
│

寺

西

貞

弘
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い
て
は
、
仏
像
が
流
し
棄
て
ら
れ
よ
う
と
は
し
た
が
、
結
局
流
さ
れ
ず
に
無
事
を

得
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
そ
の
状
況
を
史
料
に
即
し
て
概
観
し
て
み

よ
う
。

ま
ず
、『
元
興
寺
縁
起
』
庚
寅
年
の
記
述
を
見
て
み
よ
う
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
（
原
漢
文
、
引
用
史
料
は
以
下
同
じ
）。

余
臣
等
共
に
計
り
て
、
庚
寅
年
に
堂
舎
・
経
教
を
焼
切
り
難
波
堀
江
に
流
す

也
、
時
に
二
柱
皇
子
等
言
さ
く
、
此
殿
は
仏
神
宮
に
あ
ら
ず
、
借
り
に
坐
在

ま
す
耳
ぞ
、
此
大
々
王
之
後
宮
ぞ
と
告
げ
、
焼
切
ら
し
め
ず
也
、
但
し
太
子

の
像
を
堅
く
惜
し
み
得
ず
し
て
灌
頂
の
器
は
並
び
に
蔵
し
て
い
出
さ
ず
、
今

此
元
興
寺
に
在
る
は
是
也
、

余
臣
（
排
仏
派
の
役
人
）
た
ち
が
、
豊
浦
寺
に
押
し
か
け
、
堂
舎
を
焼
き
払

い
、「
経
教
」
を
難
波
堀
江
に
流
そ
う
と
し
た
。
こ
の
時
二
柱
の
皇
子
が
、
こ
の

建
物
は
寺
で
は
な
く
、
豊
御
食
炊
屋
姫
皇
后
（
大
々
王
）
の
宮
殿
で
あ
る
と
唱
え

て
、
堂
舎
を
焼
か
せ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
仏
像
は
秘
匿
し
て
無
事

を
得
た
。
そ
し
て
、
そ
の
時
の
仏
像
は
、『
元
興
寺
縁
起
』
が
記
さ
れ
た
時
点
で
、

元
興
寺
に
鎮
座
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
仏
像
は
難
波
堀
江
に

流
し
棄
て
ら
れ
よ
う
と
し
た
が
、
結
局
皇
子
達
の
機
転
に
よ
っ
て
、
無
事
を
得
て

流
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

も
う
一
つ
、
仏
像
が
難
波
堀
江
に
流
さ
れ
よ
う
と
し
て
、
結
局
流
さ
れ
な
か
っ

た
史
料
が
、『
日
本
霊
異
記
』
上
巻
五
話
に
、「
信
敬
三
宝
得
現
報
縁
」
と
い
う
説

話
が
あ
る
。
紀
伊
国
名
草
郡
の
大
伴
連
氏
の
祖
先
に
あ
た
る
屋
栖
野
古
が
大
阪
湾

（
和
泉
国
海
中
）
に
、
不
思
議
な
音
を
発
し
、
夜
は
輝
く
漂
流
物
を
認
識
し
た
。

彼
は
早
速
敏
達
天
皇
に
こ
と
の
次
第
を
報
告
し
た
が
、
天
皇
か
ら
は
何
の
沙
汰
も

な
か
っ
た
。
次
い
で
皇
后
（
豊
御
食
炊
姫
）
に
報
告
す
る
と
、
事
実
を
確
認
す
る

よ
う
に
命
じ
ら
れ
た
。
彼
が
高
脚
浜
に
赴
き
検
分
す
る
と
、
そ
の
漂
流
物
は
樟
で

あ
っ
た
。

屋
栖
野
古
は
皇
后
に
報
告
し
、
そ
の
樟
で
仏
像
を
造
像
し
た
い
と
願
い
出
て
許

可
を
受
け
た
。
彼
は
池
辺
直
氷
田
に
依
頼
し
て
、
菩
薩
像
三
体
を
造
像
し
た
。
そ

し
て
、
そ
の
菩
薩
像
を
諸
人
が
仰
敬
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の

後
物
部
守
屋
が
そ
の
仏
像
の
存
在
に
立
腹
し
た
。
守
屋
と
仏
を
拝
む
人
々
と
の
間

の
や
り
取
り
が
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

然
し
て
物
部
弓
削
大
連
公
、
皇
后
に
奏
し
て
曰
、
凡
そ
仏
像
を
国
内
に
置
く

べ
か
ら
ず
、
猶
遠
く
退
く
べ
し
と
、
皇
后
之
を
聞
き
て
、
屋
栖
古
連
公
に
詔

し
て
曰
、
疾
く
此
仏
像
を
隠
せ
と
、
連
公
詔
を
奉
り
て
、
氷
田
直
を
し
て
稲

中
に
蔵
せ
し
む
、
弓
削
大
連
公
火
を
放
ち
道
場
を
焼
き
、
将
に
仏
像
を
難
波

堀
江
に
流
さ
ん
と
す
、
然
し
て
屋
栖
古
に
徴
し
て
言
は
く
、
今
国
家
に
災
い

の
起
こ
る
は
隣
国
の
客
神
像
を
己
が
国
内
に
置
く
に
依
り
て
な
り
、
斯
の
客

神
像
を
出
だ
す
べ
し
、
速
忽
に
豊
国
に
棄
て
流
せ
と
、
客
神
は
仏
神
像
也
、

弓
削
大
連
狂
心
に
逆
を
起
こ
し
、
傾
け
ん
と
謀
り
便
を
窺
ふ
、
爰
に
天
且
嫌

み
、
地
復
憎
み
、
用
明
天
皇
の
世
に
当
た
り
て
弓
削
大
連
挫
つ
、

こ
れ
に
よ
る
と
、
守
屋
は
皇
后
に
仏
像
を
国
内
に
置
く
こ
と
の
非
を
奏
上
し

た
。
そ
の
奏
上
を
聞
い
た
皇
后
は
、
屋
栖
野
古
に
対
し
て
、
即
座
に
仏
像
を
隠
す

よ
う
に
命
じ
た
。
屋
栖
野
古
は
池
辺
直
氷
田
に
命
じ
て
仏
像
を
稲
の
中
に
隠
さ
せ

た
。
守
屋
は
屋
栖
野
古
の
下
に
や
っ
て
き
て
、
道
場
に
火
を
放
ち
、
仏
像
を
難
波

堀
江
に
流
し
棄
て
よ
う
と
し
た
。
守
屋
は
、
仏
像
を
拝
む
こ
と
の
非
を
述
べ
、
仏

像
の
提
出
を
求
め
た
が
、
屋
栖
野
古
は
固
辞
し
続
け
た
。
そ
の
た
め
、
守
屋
は
乱

暴
の
限
り
を
尽
く
し
た
。
天
も
地
も
そ
の
非
道
を
憎
み
、
そ
の
た
め
守
屋
は
用
明

天
皇
の
時
代
に
滅
び
た
。
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こ
の
場
合
も
、
皇
后
・
屋
栖
野
古
・
池
辺
氷
田
の
機
転
に
よ
っ
て
、
仏
像
は
難

波
堀
江
に
流
し
棄
て
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
た
だ
、
こ
の
説
話
は
先
述
の
ご

と
く
、『
日
本
書
紀
』
欽
明
天
皇
十
四
年
五
月
条
に
み
え
る
史
料
と
設
定
状
況
が

酷
似
し
て
い
る
。
そ
の
史
料
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

五
月
戊
辰
の
朔
、
河
内
国
言
さ
く
、
泉
郡
茅
渟
海
中
に
梵
音
有
り
、
震
響
す

る
こ
と
雷
声
の
若
し
、
光
彩
晃
曜
す
る
と
こ
と
日
の
色
の
如
し
、
天
皇
心
に

之
を
異
と
す
、
溝
辺
直
を
遣
わ
し
て
海
に
入
り
て
求
め
訪
は
し
む
、
是
時
、

溝
辺
直
海
に
入
り
ぬ
、
果
た
し
て
樟
木
の
海
に
浮
き
て
玲
瓏
く
を
見
つ
、
遂

に
取
り
て
献
る
、
天
皇
画
工
に
命
じ
て
仏
像
二
躯
を
造
ら
し
む
、
今
吉
野
寺

に
光
を
放
て
る
樟
の
像
也
、

こ
れ
に
よ
る
と
、
欽
明
天
皇
十
四
年
に
和
泉
郡
の
海
中
に
樟
を
得
て
、
仏
像
を

造
像
し
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
、『
日
本
霊
異
記
』
説
話
に
お
い
て

も
、
欽
明
天
皇
紀
に
お
い
て
も
、
そ
の
造
像
に
氷
田
直
が
関
係
し
て
い
る
。
も
ち

ろ
ん
、
欽
明
紀
の
こ
の
記
述
に
は
、
物
部
連
は
登
場
し
な
い
し
、
難
波
堀
江
へ
仏

像
を
流
し
棄
て
る
と
い
う
状
況
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
非
常
に
似
通
っ

た
内
容
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
二
件
の
史
料
は
、
ど
の
よ

う
に
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
日
本
霊
異
記
』
は
仏
教
説
話
集
で
あ
る
た
め
、
歴
史
事
実
を
記
録
し
よ
う
と

す
る
目
的
で
著
さ
れ
て
は
い
な
い
。
仏
教
説
話
は
、
仏
教
へ
の
信
仰
を
よ
り
深
め

る
た
め
に
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
で
判
断
す
る
な
ら
ば
、

欽
明
朝
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
大
阪
湾
で
の
樟
を
獲
得
し
た
と
す
る
記
録
を
核
と
し

て
、
景
戒
が
脚
色
を
施
し
て
、
創
作
し
た
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
は
高
い
だ
ろ

う
。
そ
れ
で
は
、
欽
明
朝
の
記
録
を
核
と
し
て
創
作
さ
れ
た
仏
教
説
話
が
、
な
に

ゆ
え
敏
達
朝
の
こ
と
と
し
て
語
ら
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
、『
日
本
霊
異
記
』
の
説
話
は
、
仏
教
を
信
仰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

得
ら
れ
た
福
と
、
仏
教
を
軽
ん
じ
た
た
め
に
生
じ
た
罰
が
、
連
綿
と
語
ら
れ
て
い

る
。
そ
の
た
め
、
仏
教
を
軽
ん
じ
た
守
屋
が
、
ど
の
よ
う
な
罰
を
受
け
た
か
を
提

（
�
）

示
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、「
当
於
用
明
天
皇
世
而
挫
弓
削

大
連
」
が
仏
罰
で
あ
っ
た
こ
と
に
帰
結
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
景
戒

は
欽
明
朝
の
記
録
を
敏
達
朝
に
置
き
換
え
て
脚
色
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
な
ら
ば
、
説
話
に
お
い
て
「
当
於
用
明
天
皇
世
」
と
し
た
の

は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
。
周
知
の
と
お
り
、
物
部
氏
が
滅
ぶ
の
は
、
用
明
天
皇
崩
後
の

こ
と
で
あ
り
、
崇
峻
天
皇
即
位
前
紀
に
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
間
違

い
な
く
崇
峻
天
皇
即
位
前
で
あ
り
、
崩
御
し
た
と
は
い
え
、
用
明
天
皇
の
御
代
は

継
続
し
て
い
る
と
認
識
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
物
部
守
屋
大
連
に
下
さ
れ
た
仏
罰
が
そ
れ
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の

原
因
と
な
る
べ
き
守
屋
の
悪
行
は
、
用
明
朝
直
前
の
敏
達
朝
に
設
定
さ
れ
な
く
て

は
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
の
ち
に
述
べ
る
が
、『
日
本
書
紀
』
敏

達
天
皇
十
四
年
（
五
八
五
）
三
月
三
十
日
条
に
は
、
物
部
守
屋
が
実
際
に
仏
教
を

軽
ん
じ
る
行
為
を
し
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
お
り
、
景
戒
は
そ
の
記
事
を
参
考
に

脚
色
し
た
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
霊
異
記
説
話
は
『
日
本
書
紀
』
に
記
さ
れ
て
い

る
記
事
を
も
と
に
、
景
戒
が
脚
色
し
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

彼
が
『
日
本
書
紀
』
を
座
右
に
し
て
詳
細
に
検
討
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
も

し
れ
な
い
。
物
部
氏
（
余
臣
）
に
依
る
排
仏
の
行
動
は
、
景
戒
を
は
じ
め
と
す
る

仏
教
徒
の
あ
い
だ
で
は
、
か
な
り
流
布
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、『
元
興
寺
縁
起
』
庚
寅
年
の
記
事
も
、
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霊
異
記
説
話
も
結
局
は
難
波
堀
江
に
仏
像
は
流
し
棄
て
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
の
意
味
で
、
難
波
堀
江
の
地
名
は
絶
対
必
要
な
要
素
で
は
な
か
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
実
際
に
、
霊
異
記
説
話
が
参
考
に
し
た
と
思
わ
れ
る
『
日
本
書
紀
』
欽

明
天
皇
十
四
年
五
月
条
に
は
、
難
波
堀
江
に
係
る
記
述
は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ

る
。し

か
し
、
崇
仏
派
が
法
難
を
受
け
る
と
す
れ
ば
、
仏
像
が
難
波
堀
江
に
流
さ
れ

る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
、
当
時
の
常
識
が
存
在
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ

の
よ
う
な
常
識
が
根
付
い
た
背
景
に
は
、
実
際
に
過
去
に
仏
像
が
難
波
堀
江
に
流

し
棄
て
ら
れ
た
と
い
う
確
か
な
認
識
が
、
当
時
の
崇
仏
派
の
人
々
の
記
憶
の
中
に

明
確
に
存
在
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
崇
仏
派
が
法
難
に
遭
遇
し

た
際
に
は
、
仏
像
が
難
波
堀
江
に
流
し
棄
て
ら
れ
よ
う
と
し
た
、
と
表
現
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
仏
教
徒
た
ち
は
い
つ
実
際
に
仏

像
が
、
難
波
堀
江
に
流
し
棄
て
ら
れ
た
と
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

二

流
さ
れ
た
仏
像

難
波
堀
江
に
仏
像
が
流
し
棄
て
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
崇
仏
派
の
法
難
を
言

い
換
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
背
景
に
は
、
実
際
に
過
去
に
仏
像
が
流

し
棄
て
ら
れ
た
と
、
崇
仏
派
仏
教
徒
た
ち
が
た
し
か
に
認
識
し
て
い
た
こ
と
に
よ

る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
仏
像
は
本
当
に
難
波
堀
江
に
流
し
棄
て
ら
れ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。

先
に
見
た
よ
う
に
、『
元
興
寺
縁
起
』
庚
寅
年
の
記
述
に
よ
る
と
、
た
し
か
に

余
臣
た
ち
に
依
る
法
難
に
は
遭
遇
し
て
い
る
が
、
流
し
棄
て
ら
れ
る
こ
と
な
く
仏

像
は
無
事
を
得
て
、
元
興
寺
に
伝
え
ら
れ
た
。
ま
た
、
霊
異
記
説
話
に
お
い
て

も
、
物
部
守
屋
に
よ
る
法
難
に
遭
遇
し
て
い
る
が
、
皇
后
・
屋
栖
野
古
等
の
機
転

に
よ
っ
て
流
し
棄
て
ら
れ
る
こ
と
な
く
無
事
を
得
て
い
る
。

し
か
し
、『
日
本
書
紀
』
欽
明
天
皇
十
三
年
十
月
条
に
み
え
る
記
述
と
、
同
書

敏
達
天
皇
十
四
年
三
月
三
十
日
条
に
み
え
る
記
述
に
よ
る
と
、
仏
像
は
難
波
堀
江

に
流
さ
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
欽
明
紀
の
記
述
か
ら
検
討

し
て
み
よ
う
。
こ
の
記
述
は
、
百
済
国
の
聖
明
王
が
わ
が
国
に
仏
教
を
公
伝
さ
せ

た
記
述
の
後
日
談
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
聖
明
王
か
ら
贈
ら
れ
た
仏
像
に
天
皇

は
感
激
し
た
が
、
そ
れ
を
祀
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
群
臣
に
下
問
し
た
の
で
あ

る
。
物
部
尾
輿
ら
は
国
神
の
祟
り
を
恐
れ
て
排
仏
を
主
張
し
た
。
一
方
、
蘇
我
稲

目
は
隣
国
で
祀
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
わ
が
国
で
も
祀
る
べ
き
で
あ
る
と
崇
仏
を
主

張
し
た
。
崇
仏
・
排
仏
の
論
争
は
決
着
を
み
な
か
っ
た
の
で
、
天
皇
は
稲
目
に
対

し
て
「
宜
付
情
願
人
蘇
我
稲
目
宿
禰
、
試
令
礼
拝
」
と
し
て
、
私
的
に
仏
像
を
祀

る
こ
と
を
許
し
た
。
そ
の
後
日
談
と
し
て
、
史
料
が
次
の
よ
う
に
続
い
て
い
る
。

後
に
国
に
疫
気
行
り
て
民
夭
残
を
致
す
、
久
し
く
し
て
愈
多
し
、
治
療
す
る

こ
と
能
わ
ず
、
物
部
大
連
尾
輿
・
中
臣
連
鎌
子
、
同
じ
く
奏
し
て
曰
、
昔
日

臣
が
計
を
須
ゐ
ず
し
て
、
斯
の
病
死
を
致
す
、
今
遠
か
ら
ず
し
て
復
ら
ば
、

必
ず
当
に
慶
有
る
べ
し
、
早
く
投
棄
し
、
懃
に
後
の
福
を
求
め
ん
と
、
天
皇

曰
、
奏
に
依
れ
と
、
有
司
乃
ち
仏
像
を
以
て
、
難
波
堀
江
に
流
し
棄
つ
、
復

火
を
伽
藍
に
縦
に
し
、
焼
き
尽
く
し
更
に
余
す
と
こ
ろ
無
し
、
是
に
お
い

て
、
天
風
雲
無
く
し
て
、
忽
ち
に
大
殿
に
災
い
す
、

す
な
わ
ち
、
国
内
に
疫
病
が
流
行
し
て
多
く
の
死
者
が
出
た
。
尾
輿
ら
は
こ
れ

こ
そ
が
、
稲
目
が
仏
像
を
祀
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
災
い
で
あ
る
と
天
皇
に
奏

上
し
た
。
天
皇
の
裁
下
を
得
た
た
め
尾
輿
ら
（
有
司
）
は
仏
像
を
難
波
堀
江
に
流

し
棄
て
、
伽
藍
を
残
ら
ず
焼
き
尽
し
た
。
こ
の
日
の
天
気
は
風
雲
も
な
か
っ
た
の
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に
、
た
ち
ま
ち
そ
の
炎
は
天
皇
の
宮
殿
（
大
殿
）
を
類
焼
さ
せ
た
と
い
う
の
で
あ

る
。こ

の
記
述
に
よ
る
と
、
聖
明
王
の
も
た
ら
し
た
仏
像
は
、
こ
の
時
に
間
違
い
な

く
難
波
堀
江
に
流
し
棄
て
ら
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
も
う
一
件
、

『
日
本
書
紀
』
の
敏
達
天
皇
十
四
年
に
仏
像
が
難
波
堀
江
に
流
さ
れ
た
と
す
る
史

料
が
あ
る
。

ま
ず
、
同
年
二
月
十
五
日
に
蘇
我
馬
子
は
大
野
丘
に
塔
を
建
て
、
仏
教
行
事
を

行
っ
た
。
同
月
二
十
四
日
に
馬
子
は
病
を
得
た
た
め
、
占
っ
て
も
ら
っ
た
と
こ

ろ
、
父
（
稲
目
）
の
祀
っ
て
い
た
仏
の
祟
り
で
あ
る
と
い
わ
れ
た
。
そ
の
た
め
、

馬
子
は
そ
の
旨
を
天
皇
に
奏
上
し
て
、
石
像
を
礼
拝
す
る
許
可
を
得
た
。
し
か

し
、
こ
の
時
国
内
に
疫
病
が
流
行
し
た
。
す
か
さ
ず
三
月
一
日
に
物
部
守
屋
ら

は
、
天
皇
に
仏
像
を
礼
拝
す
る
こ
と
が
そ
の
原
因
で
あ
り
、
廃
仏
す
べ
き
旨
を
奏

上
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
天
皇
は
排
仏
を
承
諾
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
三
月
三

十
日
に
物
部
守
屋
が
馬
子
の
下
に
や
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
の
様
子
は
次
の
よ

う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

（
三
月
）
丙
戌
に
、
物
部
守
屋
大
連
、
自
ら
寺
に
詣
き
、
胡
坐
に
踞
げ
坐
り
、

其
の
塔
を
斫
り
倒
し
、
火
を
縦
に
し
て
之
を
燔
く
、

せ
て
仏
像
と
仏
殿
を

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

む
、
是
日
、
雲
無
く
し
て
風
雨
す
、
大
連
被
雨
衣
な
り
、
馬
子
宿
禰
と
、
従

い
て
法
を
行
え
る
侶
と
を
呵
責
し
て
、
毀
り
辱
无
る
心
を
生
さ
し
む
、

す
な
わ
ち
、
守
屋
は
馬
子
が
仏
を
祀
る
寺
に
赴
き
、
塔
を
切
り
倒
し
、
火
を
放

ち
、
仏
像
と
堂
舎
を
焼
き
払
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
す
で
に
焼
か
れ
た
仏
像

を
難
波
堀
江
に
棄
て
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
後
、
雲
も
な
い
の
に
風
雨
が
あ

り
、
守
屋
は
着
衣
を
濡
ら
し
た
。
ま
た
、
馬
子
と
仏
法
に
従
う
人
々
を
厳
し
く
攻

め
立
て
た
の
で
あ
る
。

こ
の
記
述
に
よ
る
と
、
仏
像
は
焼
か
れ
た
の
ち
に
難
波
堀
江
に
流
さ
れ
た
こ
と

に
な
っ
て
い
る
。
霊
異
記
説
話
や
『
元
興
寺
縁
起
』
庚
寅
年
の
よ
う
に
、
仏
像
は

か
ろ
う
じ
て
無
事
を
得
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
欽
明
紀
と
敏
達

紀
の
記
述
を
比
較
す
る
と
、
表
現
が
あ
ま
り
に
も
似
通
っ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く

で
あ
ろ
う
。
欽
明
紀
で
は
、
排
仏
の
首
謀
者
は
物
部
尾
輿
で
あ
る
が
、
敏
達
紀
で

は
そ
の
息
子
の
守
屋
に
な
っ
て
い
る
。
崇
仏
の
代
表
者
は
欽
明
紀
で
は
蘇
我
稲
目

で
あ
る
が
、
敏
達
紀
で
は
そ
の
息
子
の
馬
子
に
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
天
皇
の
時
代
の
、
物
部
と
蘇
我
の
代
表
者
を
対
峙
さ

せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
記
述
の
時
代
的
な
整
合
性
を
担
保
し
よ
う
と
し

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
物
部
氏
が
排
仏
に
及
ぶ
直
接
的
な
契
機
と
な
っ

た
も
の
は
、
と
も
に
国
内
に
疫
病
が
流
行
し
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
と
も
に
天

皇
は
蘇
我
氏
の
崇
仏
の
提
案
を
是
と
し
な
が
ら
、
の
ち
に
物
部
氏
の
排
仏
の
奏
上

を
も
是
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
仏
像
を
難
波
堀
江
に
流
し
棄
て
た
後

の
気
候
状
況
は
、
欽
明
紀
で
は
「
天
無
風
雲
」
で
あ
っ
た
が
、
敏
達
紀
で
は
「
無

雲
」
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
欽
明
紀
と
敏
達
紀
の
類
似
点
を
見
る
と
、
一
方
が
他
方
を
参
照

し
た
と
い
う
疑
い
も
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。
横
田
健
一
氏
の
研
究
に
よ
る
な
ら
ば
、

（
�
）

欽
明
紀
と
敏
達
紀
の
編
者
は
、
用
字
の
点
か
ら
明
ら
か
に
異
な
る
と
思
わ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
欽
明
紀
も
敏
達
紀
も
独
自
に
編
纂
さ
れ
、
両
者
の
整
合
性
は
頓
着

さ
れ
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

― ５ ―



三

敏
達
朝
に
仏
像
は
流
さ
れ
た
の
か

『
日
本
書
紀
』
に
よ
る
と
、
欽
明
紀
と
敏
達
紀
に
仏
像
が
難
波
堀
江
に
、
た
し

か
に
流
し
棄
て
ら
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。『
元
興
寺
縁
起
』
庚
寅
年
の
記
述

も
、
霊
異
記
説
話
も
、
た
し
か
に
仏
像
が
難
波
堀
江
に
流
し
棄
て
ら
れ
た
と
い

う
。
こ
れ
ら
の
記
述
を
根
拠
と
し
て
、
法
難
の
象
徴
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

で
は
、
仏
像
は
欽
明
天
皇
十
三
年
と
敏
達
天
皇
十
四
年
の
二
度
と
も
、
本
当
に
難

波
堀
江
に
流
し
棄
て
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
敏
達
朝
の
法
難
に
つ
い
て
は
、
同
様
の
状
況
が
『
元
興
寺
縁
起
』

に
も
み
る
こ
と
が
出
来
る
。『
元
興
寺
縁
起
』
で
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

大
臣
、
乙
巳
の
年
の
二
月
十
五
日
に
、
止
由
等
左
岐
に
刹
柱
を
立
て
大
会
を

作
す
、
此
の
会
の
こ
の
時
に
他
田
天
皇
仏
法
を
破
ら
ん
と
欲
し
、
即
ち
此
の

二
月
十
五
日
に
刹
柱
を
斫
伐
し
、
重
ね
て
大
臣
及
び
仏
法
に
依
る
人
々
の
家

・
仏
像
殿
皆
破
り
焼
き
滅
ぼ
し
尽
く
し
ぬ
、

こ
こ
に
「
乙
巳
」
と
あ
る
の
は
、
ま
さ
し
く
『
日
本
書
紀
』
紀
年
の
敏
達
天
皇

十
四
年
に
相
当
す
る
。
大
臣
は
、
蘇
我
馬
子
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
止
由
等
左
岐
」
は
豊
浦
崎
で
あ
ろ
う
。「
崎
」
は
土
地
の
突
き
出
た
状
態
を
言
う

こ
と
か
ら
、
豊
浦
崎
は
豊
浦
丘
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
敏
達
紀
に
は
「
大
野
丘
」
と

（
�
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あ
る
が
、
こ
れ
を
後
の
豊
浦
寺
跡
と
考
え
る
説
も
あ
り
、
同
じ
地
名
を
指
し
て
い

る
も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
敏
達
紀
で
は
二
月
十
五
日
に
馬
子
が
「
刹
柱
」

を
建
て
、
三
月
三
十
日
に
物
部
守
屋
に
よ
っ
て
切
り
倒
さ
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い

る
が
、『
元
興
寺
縁
起
』
で
は
そ
れ
ら
の
行
為
が
す
べ
て
二
月
十
五
日
に
行
わ
れ

た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、『
元
興
寺
縁
起
』
は
事
件
の
発
端
と
な
っ

た
「
刹
柱
」
を
建
て
た
行
為
が
行
わ
れ
た
二
月
十
五
日
に
、
そ
の
後
の
状
況
を
一

括
し
て
叙
述
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
法
難
の
主
体
を
敏
達
紀
が
守
屋
と
し
、『
元
興
寺
縁
起
』
が
敏
達
天
皇

と
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
検
討
を
要
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
敏
達
紀
に

よ
る
と
守
屋
は
、
三
月
一
日
に
仏
教
を
祀
る
こ
と
の
非
を
敏
達
天
皇
に
奏
上
し
、

天
皇
は
「
詔
曰
、
灼
然
、
宜
断
仏
法
」
と
し
て
奏
可
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
か
ら
、「
刹
柱
」
を
切
り
倒
し
た
行
為
は
、
守
屋
が
行
っ
た
も
の
で
あ
っ
た

と
し
て
も
、
そ
れ
は
天
皇
の
意
を
戴
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
同
じ
こ
と
を
記
し
て
い
る
と
判
断
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、

薗
田
香
融
氏
は
守
屋
以
上
に
敏
達
天
皇
の
方
が
、
排
仏
に
積
極
的
で
あ
っ
た
と
さ

（
�
）

れ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
別
の
機
会
に
検
討
し
た
い
。

「
聖
徳
太
子
伝
暦
」
に
よ
る
と
、
舒
明
天
皇
六
年
（
六
三
四
）
に
豊
浦
寺
の
塔

（
�
）

の
心
柱
を
建
て
た
と
の
記
述
が
あ
る
。
敏
達
朝
に
切
り
倒
さ
れ
た
塔
の
再
建
が
な

さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
敏
達
朝
に
天
皇
の
意
を
戴
し
て
守
屋
が

排
仏
行
為
を
行
っ
た
事
実
は
、
た
し
か
に
存
在
し
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ

う
。
た
だ
、
問
題
と
な
る
の
は
、『
元
興
寺
縁
起
』
で
は
、「
刹
柱
」
を
切
り
倒

し
、
大
臣
や
崇
仏
派
の
人
々
の
家
に
押
し
か
け
、
仏
像
と
堂
舎
を
焼
き
滅
ぼ
し
た

と
あ
る
が
、
仏
像
を
難
波
堀
江
に
流
し
棄
て
た
と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
な
い
の
で

あ
る
。

先
に
『
元
興
寺
縁
起
』
庚
寅
年
の
記
述
を
見
た
よ
う
に
、
そ
の
編
者
は
難
波
堀

江
に
仏
像
を
流
す
と
い
う
行
為
が
、
法
難
を
象
徴
す
る
言
辞
で
あ
る
こ
と
を
十
分

に
知
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
乙
巳
年
の
記
述
で
は
、
あ
え
て
そ
の
言

辞
を
用
い
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
敏
達
紀
で
は
「
刹
柱
」
を

切
り
倒
さ
れ
る
と
い
う
法
難
を
象
徴
す
る
言
辞
を
、
難
波
堀
江
に
仏
像
を
流
す
と
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い
う
表
現
で
用
い
た
が
、『
元
興
寺
縁
起
』
を
見
る
限
り
、
実
際
に
は
仏
像
は
流

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、『
日
本
書
紀
』

の
記
述
に
よ
る
と
、
こ
の
時
法
難
に
あ
っ
た
仏
像
は
、
明
ら
か
に
「
石
像
」
で
あ

っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
仏
像
そ
の
も
の
を
焼
く
こ
と
も
焼
か
せ
る
こ
と
も
で
き
な

か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
推
測
を
補
強
す
る
も
の
と
し
て
、
前
掲
の
霊
異
記
説
話
を
指
摘
す
る
こ
と

が
出
来
る
だ
ろ
う
。
こ
の
説
話
に
よ
る
と
、
敏
達
朝
に
崇
仏
派
が
法
難
を
受
け
、

難
波
堀
江
に
仏
像
が
流
さ
れ
よ
う
と
し
た
が
、
結
局
は
流
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
そ
し
て
、
こ
の
説
話
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
『
日
本
書
紀
』
敏
達
天
皇

十
四
年
に
記
す
法
難
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ

う
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
敏
達
朝
の
法
難
で
は
、
結
局
仏
像
は
流
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
可
能
性
が
高
か
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
難
波
堀
江
に
仏
像
が
流
さ
れ
る
と
い
う
記
述
は
、

『
日
本
書
紀
』
の
欽
明
紀
・
敏
達
紀
、『
日
本
霊
異
記
』『
元
興
寺
縁
起
』
に
都
合

四
件
み
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
、
欽
明
紀
を
除
く
三
件
は
、
崇
仏
派
の
法
難

を
表
わ
す
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
実
際
に
仏
像
は
流
し
棄
て

ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
欽
明
紀
に
仏
像
を

難
波
堀
江
に
流
し
棄
て
た
と
い
う
記
事
は
、
事
実
を
伝
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

（
�
）

欽
明
紀
前
半
の
記
述
に
は
、
年
代
的
に
齟
齬
が
多
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
欽
明
天

皇
十
三
年
は
、
そ
の
欽
明
紀
の
前
半
部
分
に
位
置
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
年

代
的
に
は
か
な
り
信
憑
性
が
疑
わ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
次
に
欽
明
天

皇
十
三
年
十
月
条
の
記
述
を
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

四

欽
明
天
皇
十
三
年
十
月
条
の
検
討

仏
像
が
難
波
堀
江
に
流
さ
れ
る
と
い
う
表
現
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う

に
、
崇
仏
派
が
受
け
た
法
難
を
象
徴
す
る
言
葉
と
し
て
、
史
料
に
用
い
ら
れ
て
き

た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、『
元
興
寺
縁
起
』
庚
寅
年
・
霊
異
記
説
話
の
法
難
・

敏
達
朝
の
法
難
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
極
め
て
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
仏

像
は
結
局
流
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
崇
仏
派
に
と
っ
て
は
、
か
つ
て
実
際
に
仏
像
が

排
仏
派
に
よ
っ
て
、
難
波
堀
江
に
流
し
棄
て
ら
れ
た
と
い
う
確
か
な
認
識
が
あ
っ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
の
後
の
度
々
の
法
難
に
際
し
て
、
結
局

流
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
仏
像
が
難
波
堀
江
に
流
し
棄
て
ら
れ
よ
う
と
し

た
と
表
現
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
今
検
討
し
な
く
て
は
な
ら

な
い
唯
一
残
っ
た
欽
明
朝
の
法
難
こ
そ
が
、
実
際
に
難
波
堀
江
に
仏
像
が
流
し
棄

て
ら
れ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
実
際
に
欽
明
天
皇
十
三
年
十
月
条
に
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
時
仏
像

が
難
波
堀
江
に
流
し
棄
て
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
同
条
に
よ
る
と
、
欽
明
天
皇

の
宮
廷
に
お
い
て
激
し
い
崇
仏
・
排
仏
論
争
が
あ
り
、
天
皇
が
稲
目
に
対
し
、
私

的
に
仏
像
を
祀
ら
せ
る
こ
と
に
決
着
し
た
。
こ
れ
ら
一
連
の
事
情
は
、
欽
明
紀
に

「
是
日
」
と
あ
る
か
ら
、
間
違
い
な
く
天
皇
が
仏
像
を
送
ら
れ
た
日
の
出
来
事
で

あ
ろ
う
。

し
か
し
、「
於�

後�

国
行
疫
気
民
致
夭
残
、
久
而
愈
多
、
不
能
治
療
」
と
い
う
状

況
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
尾
輿
ら
が
天
皇
に
奏
上
し
た
上
で
、
難
波

堀
江
に
仏
像
を
流
し
棄
て
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
難
波
堀
江
に
仏
像
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が
流
さ
れ
た
の
は
、『
日
本
書
紀
』
の
記
述
を
見
る
か
ぎ
り
、
欽
明
天
皇
十
三
年

十
月
条
に
収
め
ら
れ
て
は
い
る
が
、
百
済
王
か
ら
仏
像
が
贈
ら
れ
て
、
天
皇
の
宮

廷
で
激
し
い
論
争
が
も
た
れ
た
後
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
後
の

こ
と
な
の
か
は
、
こ
の
史
料
だ
け
を
見
る
限
り
で
は
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。仏

教
が
公
伝
し
、
崇
仏
・
排
仏
の
激
し
い
論
争
が
行
わ
れ
、
仏
像
を
稲
目
に
託

し
た
一
連
の
こ
と
は
、
ほ
ぼ
同
時
に
生
じ
た
事
件
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
後

国
内
に
疫
病
が
流
行
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
尾
輿
は
排
仏
す
べ
き
こ
と
を
奏
上

し
、
そ
の
奏
可
さ
れ
て
よ
り
も
後
に
、
彼
は
仏
像
を
難
波
堀
江
に
流
し
た
の
で
あ

る
。
た
だ
、『
元
興
寺
縁
起
』
に
よ
る
と
、
庚
寅
年
す
な
わ
ち
『
日
本
書
紀
』
紀

年
に
依
る
欽
明
天
皇
三
十
一
年
に
は
、
余
臣
ら
に
よ
る
法
難
を
象
徴
し
て
、「
流

於
難
波
堀
江
也
」
と
表
現
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
ま
で
に
仏
像
が
難
波
堀

江
に
実
際
に
流
さ
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
実
際
に
仏
像

が
難
波
堀
江
に
流
し
棄
て
ら
れ
た
の
は
、
現
時
点
に
お
い
て
欽
明
天
皇
十
三
年
十

月
以
後
同
三
十
一
年
以
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

難
波
堀
江
に
仏
像
が
流
さ
れ
る
の
は
、
仏
教
公
伝
以
後
で
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
も
ち
ろ
ん
、
仏
教
は
公
伝
以
前
に
渡
来
人
た
ち
に
よ
っ
て
、
す
で
に
わ
が
国

（
�
）

に
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
信
仰
は
、
個
々
自
由
に
信
仰
さ
れ
て
い
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
天
皇
が
公
的
に
仏
教
を
認
め
よ
う
と
し
た
時
に
、
排

（
�
）

仏
派
は
徹
底
し
た
攻
勢
に
出
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
の
が
、『
元
興
寺
縁
起
』
戊
午
年
に
仏
教
が

公
伝
し
た
と
さ
れ
る
一
年
後
の
出
来
事
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ

て
い
る
。

時
に
一
年
を
隔
て
、
数
々
の
神
心
を
発
す
、
時
に
余
臣
言
さ
く
、
是
の
如
く

神
心
数
々
発
す
る
は
、
他
国
神
を
礼
す
る
罪
也
と
、
時
に
稲
目
大
臣
言
さ

く
、
他
国
の
神
を
礼
さ
ざ
る
罪
也
と
、
神
の
子
等
と
あ
る
我
等
が
言
を
聞
か

ず
し
て
、
国
内
乱
る
る
や
、
時
に
天
王
聞
こ
し
召
し
賜
ひ
て
大
臣
に
告
げ
る

に
、
国
内
数
々
乱
れ
病
み
死
人
多
き
は
、
他
国
の
神
を
礼
す
る
罪
と
い
う
、

宜
し
く
許
す
べ
か
ら
ず
と
告
げ
き
、
時
に
大
臣
久
し
く
念
々
し
て
白
さ
く
、

外
状
に
は
余
臣
等
に
随
ひ
在
り
、
内
心
に
は
他
国
の
神
を
捨
て
ず
と
白
し

き
、
時
に
天
王
告
ぐ
る
に
、
我
も
亦
是
の
如
く
念
ふ
と
告
げ
き
、

こ
れ
に
よ
る
と
、
仏
教
公
伝
以
後
不
吉
な
こ
と
が
頻
発
し
た
。
排
仏
派
は
仏
教

を
信
仰
す
る
か
ら
だ
と
い
い
、
崇
仏
派
は
仏
教
を
軽
ん
じ
る
か
ら
だ
と
、
し
き
り

に
論
争
を
行
っ
た
。
し
か
し
、
国
内
に
疫
病
が
流
行
す
る
に
及
ん
で
、
天
皇
は
稲

目
に
対
し
て
仏
教
を
信
仰
す
る
こ
と
を
や
め
よ
と
告
げ
た
。
稲
目
は
思
い
悩
ん
だ

末
、「
内
心
他
国
神
不
捨
白
」
と
密
か
に
信
仰
を
継
続
す
る
こ
と
を
述
べ
た
。
天

皇
も
そ
れ
を
了
解
し
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
排
仏
派
が
崇
仏
派
を
攻
撃
す
る
の
は
、
私
的
な
仏
教
信
仰
に
対
し

（

）

て
で
は
な
く
、
仏
教
が
天
皇
に
よ
っ
て
公
認
さ
れ
よ
う
と
し
た
時
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
史
料
に
よ
っ
て
も
、
稲
目
が
私
的
な
信
仰
に
留
ま
る
と
の
意
思
表

明
を
認
め
た
た
め
、
仏
像
は
難
波
堀
江
に
流
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
欽
明
天
皇
十
三
年
十
月
条
に
、「
於
後
」
と

し
て
記
さ
れ
て
い
る
仏
像
が
難
波
堀
江
に
流
さ
れ
る
直
前
に
、
仏
教
を
天
皇
が
公

認
し
よ
う
と
し
た
動
き
が
必
ず
や
存
在
し
た
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
、
仏
像
が
難
波
堀
江
に
流
さ
れ
る
以
前
に
、
天
皇
が
積
極
的
に
仏
教
を

公
認
し
よ
う
と
し
た
動
き
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
、
仏
像
が
流
さ

れ
る
背
景
に
は
、
少
な
く
と
も
仏
教
公
伝
に
依
る
崇
仏
・
排
仏
の
激
し
い
論
争
が

存
在
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
仏
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像
が
難
波
堀
江
に
流
さ
れ
る
と
い
う
事
件
が
、
な
に
ゆ
え
欽
明
天
皇
十
三
年
十
月

条
に
収
め
ら
れ
て
い
る
の
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
事
件
は
、

『
日
本
書
紀
』
に
よ
る
と
仏
教
公
伝
の
後
日
談
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。

仏
教
公
伝
年
に
つ
い
て
は
、『
元
興
寺
縁
起
』
が
戊
午
年
（
五
三
八
）
と
し
、

『
日
本
書
紀
』
が
欽
明
十
三
年
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
仏
教
公
伝
年
の
二
つ
の
史

料
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
概
要
に
つ
い

（

）

て
は
、
近
年
薗
田
香
融
氏
が
要
領
よ
く
ま
と
め
て
お
ら
れ
る
の
で
そ
れ
に
譲
る
こ

と
に
し
た
い
。
た
だ
、『
元
興
寺
縁
起
』
の
戊
午
年
公
伝
説
に
つ
い
て
は
、
平
子

鐸
嶺
氏
が
『
日
本
書
紀
』
の
継
体
・
安
閑
・
宣
化
朝
の
紀
年
を
訂
正
し
、
戊
午
年

（

）

が
欽
明
天
皇
七
年
に
相
当
す
る
こ
と
を
立
証
さ
れ
て
い
る
。
薗
田
氏
は
、
こ
れ
を

受
け
て
仏
教
公
伝
年
を
、
次
の
よ
う
に
推
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

伝
来
年
代
に
つ
い
て
は
、
二
つ
の
有
力
な
異
伝
が
あ
り
、
い
ま
の
と
こ
ろ
そ

の
い
ず
れ
が
正
し
い
と
も
決
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
二
つ
の
異
伝
の
示
す

許
容
年
代
は
五
三
八
〜
五
五
二
年
と
な
る
が
、
当
時
の
百
済
・
日
本
の
国
情

や
両
国
の
交
渉
な
ど
を
考
慮
す
る
と
、
五
四
五
年
前
後
に
年
代
に
求
め
得
る

可
能
性
が
大
き
い
。

『
日
本
書
紀
』・『
元
興
寺
縁
起
』
の
双
方
が
記
す
、
欽
明
朝
に
、
稲
目
が
大
臣

で
あ
っ
た
と
き
に
、
百
済
聖
明
王
が
仏
教
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
記
述
を
根
拠

に
、
こ
の
よ
う
な
許
容
範
囲
を
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
元
興
寺
古
縁

起
」
に
は
そ
の
程
度
に
し
か
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
記
述
を
も
と
に
、『
元
興
寺

縁
起
』
と
『
日
本
書
紀
』
の
そ
れ
ぞ
れ
が
二
次
的
改
変
を
行
う
際
に
、
前
者
は
欽

明
戊
午
年
を
、
後
者
は
欽
明
天
皇
十
三
年
を
、
そ
れ
ぞ
れ
仏
教
公
伝
年
と
し
た
の

で
あ
る
と
さ
れ
た
。

さ
ら
に
、
前
述
の
許
容
範
囲
の
中
で
も
、『
日
本
書
紀
』
欽
明
天
皇
六
年
九
月

是
月
条
に
、
百
済
が
丈
六
仏
を
造
像
し
た
こ
と
を
、
表
を
以
て
奏
上
し
た
こ
と
に

注
目
し
、
欽
明
天
皇
六
年
頃
を
伝
来
年
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
提
唱
さ
れ
た
の

で
あ
る
。『
元
興
寺
縁
起
』・『
日
本
書
紀
』
の
両
異
伝
の
ど
ち
ら
に
も
偏
る
こ
と

な
く
、
両
異
伝
の
共
通
項
に
着
目
し
、
史
料
と
当
時
の
国
際
情
勢
の
分
析
に
よ
っ

て
導
き
出
さ
れ
た
推
定
は
、
十
分
に
納
得
す
べ
き
結
論
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
あ
え
て
一
つ
の
疑
問
を
呈
し
た
い
。「
元
興
寺
古
縁
起
」
を
二
次
的

に
改
変
し
て
、
両
史
料
が
そ
れ
ぞ
れ
に
、
欽
明
戊
午
年
と
欽
明
天
皇
十
三
年
に
、

仏
教
公
伝
年
を
当
て
た
と
い
う
可
能
性
は
、
十
分
に
納
得
で
き
る
が
、
な
に
ゆ
え

に
『
元
興
寺
縁
起
』
は
欽
明
戊
午
年
を
、『
日
本
書
紀
』
は
欽
明
天
皇
十
三
年
を
、

仏
教
公
伝
年
と
し
て
二
次
的
に
改
変
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
だ
、
な

ん
と
な
く
と
い
う
よ
う
な
理
由
で
は
な
い
だ
ろ
う
。「
元
興
寺
古
縁
起
」
を
二
次

的
に
改
変
す
る
際
、『
元
興
寺
縁
起
』
は
欽
明
戊
午
年
を
、『
日
本
書
紀
』
は
欽
明

天
皇
十
三
年
を
、
仏
教
公
伝
年
に
ふ
さ
わ
し
い
と
す
る
根
拠
が
存
在
し
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
薗
田
氏
は
『
日
本
書
紀
』
欽
明
天
皇
六
年
九
月
是
月
条

を
根
拠
に
、
こ
の
前
後
を
仏
教
公
伝
年
と
考
え
る
に
ふ
さ
わ
し
い
と
提
言
さ
れ

る
。
し
か
し
、
も
し
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、『
日
本
書
紀
』
編
者
は
な
に
ゆ
え

公
伝
年
を
欽
明
天
皇
六
年
頃
と
せ
ず
に
、
同
十
三
年
と
し
て
二
次
的
改
変
を
行
っ

て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、『
日
本
書
紀
』
編
者
は
、

欽
明
天
皇
六
年
九
月
是
月
条
を
、
仏
教
公
伝
年
と
し
て
二
次
的
改
変
す
る
際
の
、

仏
教
公
伝
に
相
当
す
る
史
料
と
し
て
は
見
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
欽
明
天
皇
六
年
九
月
是
月
条
は
、
仏
教
公
伝
と
ど
の
よ
う

に
関
係
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
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五

欽
明
天
皇
六
年
九
月
是
月
条
の
検
討

欽
明
天
皇
六
年
九
月
是
月
条
は
、
仏
教
公
伝
と
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
井
上
秀
雄
氏
は
、
こ
の
記
事
を
「
仏
教
伝
授
の
前
触
れ
と
み
て
よ

（

）

か
ろ
う
」
と
評
価
さ
れ
る
。
ま
た
、
薗
田
氏
は
東
ア
ジ
ア
の
国
際
情
勢
や
、
百
済

の
軍
事
的
な
必
要
性
か
ら
、
こ
の
記
事
の
前
後
に
仏
教
が
伝
来
し
た
の
で
は
な
い

（

）

か
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
記
事
を
詳
細
に
検
討
し
て
み
よ
う
。『
日
本

書
紀
』
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

是
月
、
百
済
丈
六
の
仏
像
を
造
り
き
、
願
文
を
製
し
て
曰
、
蓋
し
聞
く
、
丈

六
仏
を
造
り
た
る
の
功
徳
は
甚
大
に
し
て
、
今
敬
ひ
造
り
て
、
此
の
功
徳
を

以
て
、
天
皇
の
勝
善
之
徳
を
獲
ん
こ
と
を
願
い
、
天
皇
の
所
用
て
る
彌
移
居

国
の
、
俱
に
福
佑
を
蒙
ら
ん
こ
と
を
、
又
願
ふ
に
、
普
く
天
下
一
切
衆
生
の

解
脱
を
、
故
に
之
を
造
り
き
、

こ
れ
に
よ
る
と
、
百
済
で
は
独
自
に
丈
六
仏
を
造
像
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
の
際
の
願
文
に
よ
る
と
、
丈
六
仏
の
功
徳
は
大
き
く
、
こ
れ
に
よ
っ
て
日
本
の

天
皇
の
権
威
が
、
増
大
す
る
こ
と
を
願
う
と
と
も
に
、
天
皇
の
直
轄
地
で
あ
る
任

那
の
屯
倉
が
幸
福
で
あ
る
こ
と
と
、
天
下
の
す
べ
て
の
人
々
が
皆
悟
り
を
開
く
こ

と
を
願
っ
て
の
こ
と
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
薗
田
氏
は
、
こ
の
記
事
を
こ
の
時
百

済
が
丈
六
仏
を
日
本
に
送
っ
た
も
の
と
解
釈
さ
れ
る
。
実
際
に
『
帝
王
編
年
紀
』

欽
明
天
皇
六
年
九
月
条
に
は
、
百
済
王
が
丈
六
仏
等
を
わ
が
国
に
贈
っ
た
も
の
と

（

）

記
し
て
お
り
、
そ
の
可
能
性
も
完
全
に
否
定
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
私
は
こ
れ
ま
で
こ
の
記
事
に
若
干
の
検
討
を
施
し
た
こ
と
が
あ

（

）
る
。
こ
の
記
事
は
、
百
済
が
日
本
に
対
し
て
軍
事
援
助
を
引
き
出
す
た
め
、
天
皇

と
そ
の
政
府
の
関
心
を
か
う
た
め
に
、
奉
呈
し
た
表
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
考
え

た
。
そ
し
て
、
日
本
の
朝
廷
の
関
心
を
か
う
た
め
に
は
、
丈
六
仏
を
造
像
し
た
こ

と
が
、
欽
明
天
皇
の
側
近
た
ち
に
等
し
く
理
解
さ
れ
な
く
て
は
意
味
が
な
い
と
指

摘
し
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
段
階
で
、
欽
明
天
皇
の
周
辺
に
い
る
崇
仏
派
も
排
仏

派
も
、
百
済
王
の
丈
六
仏
造
像
の
意
図
を
、
否
定
的
で
は
あ
れ
、
も
し
く
は
肯
定

的
で
は
あ
れ
、
十
分
に
理
解
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
、
前
稿
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
理
解
を
浸
透
さ
せ
た
担
い
手
と
し
て
、
仏

教
公
伝
以
前
に
渡
来
人
た
ち
が
す
で
に
わ
が
国
に
持
ち
込
ん
だ
私
伝
仏
教
に
負
う

と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
お
そ
ら
く
、
渡
来
人
た
ち
の
果
た
し

た
役
割
は
、
た
し
か
に
小
さ
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
排
仏
派
の
、
天
皇
に
依
る
仏
教
公
認
に
対
す
る
強
硬
な
態
度
を
見
る

と
き
、
崇
仏
派
・
排
仏
派
の
並
み
居
る
欽
明
朝
の
宮
廷
で
、
こ
の
よ
う
な
聖
明
王

の
願
文
が
た
や
す
く
披
歴
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
、
仏
教
公
伝
以
前

で
あ
れ
ば
、
百
済
国
王
の
奏
上
文
は
排
仏
派
の
激
し
い
抵
抗
の
末
、
握
り
つ
ぶ
さ

れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
欽
明
天
皇
六
年
九
月
是

月
条
の
記
述
は
、
こ
の
時
点
で
す
で
に
仏
教
が
公
伝
し
て
い
た
こ
と
を
雄
弁
に
物

語
る
も
の
で
あ
る
と
み
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、『
日
本
書
紀
』
の
こ
の
記
述
に
よ
る
な
ら
ば
、
欽
明
天
皇
六
年
に

は
す
で
に
仏
教
は
公
伝
し
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で

は
、
欽
明
天
皇
十
三
年
十
月
条
の
、
こ
れ
ま
で
仏
教
公
伝
年
と
さ
れ
て
き
た
記
述

を
、
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
も
そ
も
、
欽
明
天

皇
十
三
年
十
月
に
は
い
っ
た
い
何
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
記
事
は
、
仏
教

公
伝
と
そ
の
後
日
談
と
し
て
の
法
難
か
ら
な
っ
て
い
る
。
先
に
、
こ
の
法
難
は
仏

教
公
伝
の
後
に
、
時
間
を
お
い
て
実
際
に
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
と
考
え
た
。
し
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か
し
、
仏
教
公
伝
が
欽
明
天
皇
六
年
以
前
に
な
さ
れ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
こ

の
法
難
こ
そ
が
欽
明
天
皇
十
三
年
十
月
に
発
生
し
た
事
件
で
あ
っ
た
と
み
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。

欽
明
天
皇
十
三
年
十
月
に
、
か
つ
て
百
済
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
仏
像
が
、
難
波

堀
江
に
実
際
に
流
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
有
名
な
仏
教
公
伝
と
崇
仏
・
排

仏
の
激
し
い
抗
争
の
「
於
後
」
の
ま
さ
し
く
こ
の
時
に
発
生
し
た
事
件
で
あ
る

と
、『
日
本
書
紀
』
は
記
し
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
こ

れ
ま
で
仏
教
公
伝
の
有
力
な
候
補
年
で
あ
っ
た
欽
明
天
皇
十
三
年
は
、
こ
の
時
に

仏
像
が
難
波
堀
江
に
流
さ
れ
た
こ
と
の
原
因
を
語
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
と

な
る
。

『
日
本
書
紀
』
欽
明
天
皇
十
三
年
十
月
条
を
、
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
は

あ
ま
り
に
も
突
飛
な
発
想
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、『
日
本
書
紀
』
に
は
こ
の

よ
う
な
手
法
を
、
往
々
に
し
て
み
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
天
智

天
皇
六
年
（
六
六
七
）
二
月
二
十
七
日
条
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
事
が
み
ら
れ

る
。

六
年
春
二
月
壬
辰
朔
の
戊
午
に
、
天
豊
重
日
足
姫
天
皇
と
間
人
皇
女
と
を
小

市
岡
上
陵
に
合
葬
す
、
是
日
に
、
皇
孫
大
田
皇
女
、
陵
前
の
墓
に
葬
れ
り
、

こ
の
記
事
を
、
素
直
に
読
め
ば
、
こ
の
年
の
二
月
二
十
七
日
に
斉
明
天
皇
と
間

人
皇
女
を
合
葬
し
、
同
日
に
大
田
皇
女
を
、
そ
の
陵
墓
の
前
の
墓
に
葬
っ
た
こ
と

に
な
る
。
し
か
し
、
斉
明
天
皇
は
同
七
年
七
月
二
十
四
日
に
す
で
に
崩
御
し
て
い

（

）

（

）

る
。
ま
た
、
間
人
皇
女
も
天
智
天
皇
四
年
二
月
に
薨
去
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
斉

明
天
皇
は
殯
の
後
に
埋
葬
さ
れ
、
間
人
皇
女
も
薨
去
後
斉
明
天
皇
陵
に
合
葬
さ
れ

た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
行
為
は
、
天
智
天
皇
六
年
二
月
二
十
七
日

以
前
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
大
田
皇
女
の
埋
葬
こ
そ
が
、
ま
さ
し
く
こ
の

日
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
陵
墓
の
位
置
を
説
明
す
る
た
め
に
、
斉
明
天
皇

と
間
人
皇
女
の
合
葬
の
こ
と
が
、
こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ

（

）
る
。『
日
本
書
紀
』
が
記
す
仏
教
公
伝
と
見
ら
れ
て
き
た
記
事
も
、
欽
明
天
皇
十

三
年
十
月
に
起
こ
っ
た
法
難
の
原
因
を
語
る
た
め
に
、
便
宜
上
法
難
の
前
段
と
し

て
仏
教
公
伝
の
こ
と
が
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
十
分
に
可
能

だ
ろ
う
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、『
元
興
寺
縁
起
』
が
記
録
し
て
い
る
欽
明
戊
午
年
が
、
仏
教

公
伝
年
と
し
て
俄
然
有
力
な
候
補
と
な
っ
て
く
る
。
こ
の
年
は
、
す
で
に
仏
教
が

公
伝
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
欽
明
天
皇
六
年
よ
り
も
以
前
で
あ
り
、
仏
教
公
伝
年

に
擬
す
る
に
は
格
好
の
時
期
で
あ
り
、
薗
田
氏
が
提
唱
さ
れ
た
許
容
範
囲
に
含
ま

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
ま
さ
し
く
仏
教
公
伝
年
に
ふ
さ
わ
し
い

と
い
え
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
薗
田
氏
に
よ
る
と
、「
元
興
寺
古
縁
起
」
の
伝
え
る
仏
教
公
伝
年
は
、

そ
の
公
伝
時
期
を
大
雑
把
に
欽
明
天
皇
の
治
世
の
時
代
と
し
か
記
し
て
い
な
か
っ

た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、『
元
興
寺
縁
起
』
が
仏
教
公
伝
年
を
戊
午
年
と
し
た

の
は
、「
元
興
寺
古
縁
起
」
の
二
次
的
改
変
に
よ
っ
て
付
加
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た

は
ず
で
あ
る
。『
元
興
寺
縁
起
』
が
、
戊
午
年
を
仏
教
公
伝
年
に
擬
し
た
背
景
に

は
、「
元
興
寺
古
縁
起
」
と
は
別
に
、
な
に
か
依
る
べ
き
根
拠
が
あ
っ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。

た
だ
、
薗
田
氏
が
『
元
興
寺
縁
起
』
の
仏
教
公
伝
年
も
『
日
本
書
紀
』
の
仏
教

公
伝
年
も
「
元
興
寺
古
縁
起
」
を
二
次
的
に
改
変
し
た
も
の
だ
と
さ
れ
た
根
拠

は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
っ
た
仏
教
公
伝
年
を
明
示
し
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。
今
、
欽
明
天
皇
十
三
年
十
月
条
を
前
述
の
よ
う
に
理
解
す
る
な
ら

ば
、
本
条
は
単
に
仏
像
が
難
波
堀
江
に
流
さ
れ
た
法
難
を
語
る
だ
け
の
記
事
で
あ
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っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
原
因
と
し
て
、
便
宜
的
に
仏
教
公

伝
の
こ
と
が
触
れ
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
条
は

薗
田
氏
が
提
唱
さ
れ
た
よ
う
な
「
元
興
寺
古
縁
起
」
を
二
次
的
に
改
変
し
て
、
仏

教
公
伝
年
が
欽
明
天
皇
十
三
年
十
月
の
こ
と
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
も
の
で
は

な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
な
ら
ば
、『
元
興
寺
縁
起
』
が
仏
教
公
伝
年
と
す
る
欽

明
天
皇
戊
午
年
こ
そ
が
、
ま
さ
し
く
「
元
興
寺
古
縁
起
」
に
記
さ
れ
て
い
た
仏
教

公
伝
年
で
あ
っ
た
可
能
性
は
、
き
わ
め
て
高
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
そ
の
こ
と
を
傍

証
す
る
史
料
は
、
管
見
に
入
る
と
こ
ろ
存
在
し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
た

め
、
小
稿
で
は
仏
教
公
伝
年
が
、
欽
明
天
皇
戊
午
年
で
あ
る
可
能
性
が
極
め
て
高

い
と
い
う
指
摘
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。

お

わ

り

に

小
稿
で
は
、
仏
教
公
伝
と
仏
像
が
難
波
堀
江
に
流
さ
れ
る
と
い
う
問
題
を
論
じ

て
き
た
。
古
代
の
史
料
で
は
、
仏
像
が
難
波
堀
江
に
流
さ
れ
る
と
い
う
記
事
が
四

件
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
中
に
は
実
際
に
は
流
さ
れ
な
か
っ
た

例
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
れ
は
、
か
つ
て
、
実
際
に
仏
像
が
難
波
堀
江
に

流
さ
れ
た
事
実
が
あ
り
、
古
代
に
お
け
る
法
難
を
象
徴
す
る
言
辞
で
あ
っ
た
と
推

定
し
た
。

さ
ら
に
、『
日
本
書
紀
』
欽
明
天
皇
十
三
年
十
月
条
に
載
せ
る
記
事
こ
そ
が
、

実
際
に
難
波
堀
江
に
仏
像
が
流
さ
れ
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
も
の
と
し
た
。
そ
し

て
、
そ
れ
は
仏
教
公
伝
後
の
崇
仏
派
と
排
仏
派
の
熾
烈
な
抗
争
の
中
で
行
わ
れ
た

も
の
と
考
え
た
。
ま
た
、『
日
本
書
紀
』
欽
明
天
皇
六
年
九
月
是
月
条
を
検
討
し
、

こ
の
記
事
が
こ
の
時
点
で
仏
教
が
す
で
に
公
伝
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
記
事
で

あ
る
と
評
価
し
た
。

そ
の
結
果
、
こ
れ
ま
で
仏
教
公
伝
年
を
示
す
と
考
え
ら
れ
て
き
た
『
日
本
書

紀
』
欽
明
天
皇
十
三
年
十
月
条
は
、
仏
像
が
難
波
堀
江
に
流
さ
れ
た
こ
と
を
記
録

し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
た
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
仏
教
公
伝
が
語
ら
れ
て
い

る
の
は
、
仏
像
が
流
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
原
因
を
語
る
た
め
に
便
宜
的
に
付
加

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
結
論
付
け
た
。

こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
『
日
本
書
紀
』
が
仏
教
公
伝
年
を
語
る
と
さ

れ
て
き
た
欽
明
天
皇
十
三
年
十
月
条
は
、「
元
興
寺
古
縁
起
」
に
示
し
て
い
た
は

ず
の
仏
教
公
伝
年
を
二
次
的
に
改
変
し
た
も
の
で
は
な
い
と
結
論
付
け
た
。
そ
の

結
果
、
現
状
の
『
元
興
寺
縁
起
』
に
示
す
仏
教
公
伝
年
と
し
て
の
欽
明
天
皇
戊
午

年
が
、
ま
さ
し
く
「
元
興
寺
古
縁
起
」
に
記
さ
れ
て
い
た
可
能
性
の
高
い
こ
と
を

提
起
し
た
。

な
お
、
仏
教
公
伝
年
を
伝
え
る
も
う
一
つ
の
史
料
と
し
て
、「
上
宮
聖
徳
法
王

定
説
」
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
仏
教
公
伝
年
は
「
志
癸
嶋
天
皇
御
世
戊
午
年

十
月
十
二
日
、
百
済
国
聖
明
王
、
始
奉
度
仏
像
経
教

僧
等
」
と
簡
潔
に
述
べ
て

い
る
。
や
は
り
、『
元
興
寺
縁
起
』
と
同
様
の
公
伝
年
を
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（

）

こ
れ
は
家
永
三
郎
氏
が
分
類
さ
れ
た
第
四
部
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
最
近
の
研
究

（

）

で
は
、
そ
の
成
立
は
八
世
紀
前
半
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、『
日
本

書
紀
』
の
成
立
と
並
行
し
た
時
期
で
あ
り
、
そ
の
普
及
が
未
だ
十
分
で
は
な
か
っ

た
時
期
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、『
日
本
書
紀
』
が
普
及
す
る
以
前
に

お
い
て
は
、
一
般
的
に
仏
教
公
伝
年
は
、
欽
明
戊
午
年
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た

（

）

の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
を
含
め
て
、「
上
宮
聖
徳
法
王
定
説
」
と
仏
教
公
伝
の

関
係
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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注（
�
）
小
稿
で
引
用
す
る
『
元
興
寺
縁
起
』
は
、『
寧
楽
遺
文
』
中
（
東
京
堂
、
一
九
六

二
）
所
収
の
「
元
興
寺
伽
藍
縁
起

流
記
資
財
帳
〇
山
背
醍
醐
寺
所
蔵
」
に
よ

る
。

（
�
）
『
日
本
霊
異
記
』
の
こ
の
よ
う
な
性
格
に
つ
い
て
は
、
寺
川
真
知
夫
「
霊
異
記
研

究
の
視
点
」（『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
の
研
究
』、
和
泉
書
院
、
一
九
九
六
）

は
、「『
霊
異
記
』
編
集
の
第
一
義
的
な
意
図
は
序
文
に
明
確
に
述
べ
る
と
お
り
、

仏
の
説
か
れ
た
因
果
の
理
の
実
在
を
説
く
こ
と
に
あ
っ
た
」
と
さ
れ
る
。

（
�
）
横
田
健
一
「
日
本
書
紀
成
立
論
」（『
日
本
書
紀
成
立
論
序
説
』、
塙
書
房
、
一
九

八
四
）
は
、
両
巻
の
用
語
の
異
な
り
か
ら
、
編
者
は
異
な
る
だ
ろ
う
と
推
定
す

る
。
ま
た
、
森
博
達
『
日
本
書
紀
の
謎
を
解
く
』（
中
公
新
書
、
一
九
九
九
）

は
、
国
語
学
的
な
見
地
か
ら
欽
明
紀
も
敏
達
紀
も
、
続
守
言
に
よ
っ
て
述
作
さ

れ
た
と
さ
れ
る
。
た
だ
、
横
田
氏
の
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
用
字
の
異
な
る
点

か
ら
、
続
守
言
は
監
修
的
立
場
で
あ
り
、
現
場
の
述
作
者
を
想
定
す
る
こ
と
も

可
能
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
�
）
『
奈
良
県
の
地
名
』（
平
凡
社
日
本
歴
史
地
名
体
系
三
〇
、
一
九
八
一
）
の
「
大

野
丘
」
の
項
で
は
、「
元
興
寺
伽
藍
縁
起
並
流
記
資
材
帳
の
「
乙
巳
年
二
月
十
五

日
、
止
由
良
佐
岐
刹
柱
立
、
作
大
会
」
と
い
う
記
事
な
ど
か
ら
、
豊
浦
の
地
と

し
、
こ
の
地
が
の
ち
に
豊
浦
宮
と
な
り
豊
浦
寺
と
な
っ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
」

と
す
る
。

（
�
）
薗
田
香
融
「
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
仏
教
の
伝
来
と
受
容
」（『
日
本
古
代
仏
教
の

伝
来
と
受
容
』、
塙
書
房
、
二
〇
一
六
）
は
、「
敏
達
天
皇
が
排
仏
の
張
本
人
で

あ
る
」
と
推
定
す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
検
討
す
べ
き
余
地
が
あ
ろ

う
。

（
�
）
「
聖
徳
太
子
伝
暦
」（
続
群
書
類
従
八
輯
上
）
に
よ
る
と
、「
六
年
甲
午
春
正
月
十

五
日
、
建
豊
浦
寺
塔
心
柱
」
と
あ
る
。

（
�
）
平
子
鐸
嶺
「
継
体
以
下
三
皇
紀
の
錯
簡
を
弁
ず
」（『
史
学
雑
誌
』
一
六‐

六
・

七
、
一
九
〇
五
）
は
、「『
欽
明
紀
』
の
前
半
は
、
猶
『
継
体
紀
』
に
お
け
る
が

如
く
、
紀
事
相
先
後
し
て
、『
紀
』
に
随
ひ
て
は
到
底
解
釈
し
が
た
き
も
の
多

し
」
と
評
す
る
。

（
�
）
拙
稿
「
仏
教
伝
来
と
渡
来
人
」（『
古
代
史
の
研
究
』
二
〇
、
二
〇
一
七
）
参
照
。

（
�
）
平
林
彰
仁
『
蘇
我
氏
の
研
究
』（
雄
山
閣
、
二
〇
一
六
）
は
、
仏
教
公
伝
後
に
お

い
て
は
、
私
的
信
仰
は
黙
認
さ
れ
て
い
た
が
、
国
家
と
し
て
の
信
仰
に
つ
い
て

は
否
定
的
で
あ
っ
た
と
す
る
。

（

）
薗
田
香
融
「
仏
教
伝
来
と
飛
鳥
の
寺
々
」（『
日
本
古
代
仏
教
の
伝
来
と
受
容
』、

塙
書
房
、
二
〇
一
六
）
も
、
天
皇
の
神
祇
祭
祀
を
掌
る
立
場
か
ら
、
公
的
に
仏

教
信
仰
を
認
め
が
た
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

（

）
薗
田
前
掲
論
文
（
注
５
）

（

）
平
子
鐸
嶺
前
掲
論
文
（
注
７
）
参
照
。

（

）
井
上
秀
雄
『
古
代
朝
鮮
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
、
一
九
八
四
）
参
照
。

（

）
薗
田
前
掲
論
文
（
注
５
）。

（

）
『
帝
王
編
年
記
』
同
月
条
は
「
百
済
王
献
丈
六
仏
像
・
幡
・
経
論
等
」
と
し
て
、

あ
た
か
も
丈
六
仏
が
、
わ
が
国
に
も
た
ら
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

（

）
前
掲
拙
稿
（
注
８
）
参
照

（

）
『
日
本
書
紀
』
同
日
条
は
、「
秋
七
月
甲
午
朔
巳
、
天
皇
崩
于
朝
倉
宮
」
と
あ
る
。

（

）
『
日
本
書
紀
』
同
日
条
は
、「
四
年
春
二
月
癸
酉
朔
丁
酉
、
間
人
大
后
薨
」
と
あ
る
。

（

）
『
日
本
書
紀
』
上
（
岩
波
書
店
古
典
文
学
大
系
）
の
天
智
天
皇
二
月
二
十
七
日
条

の
頭
注
は
、「
間
人
皇
女
の
な
く
な
っ
た
の
は
四
年
二
月
。
斉
明
陵
に
合
葬
し
た

の
も
こ
れ
よ
り
先
の
こ
と
で
、
戊
午
の
日
付
は
「
是
日
」
以
下
に
か
か
る
。
こ

の
種
の
書
き
方
は
書
紀
に
往
々
見
え
る
。」
と
す
る
。

（

）
家
永
三
郎
『
上
宮
聖
徳
法
王
帝
説
の
研
究
』（
増
補
版
、
三
省
堂
、
一
九
七
〇
）

参
照
。

（

）
東
野
浩
之
『
上
宮
聖
徳
法
王
帝
説
』（
岩
波
文
庫
、
二
〇
一
三
）
に
よ
る
。

（

）
『
上
宮
聖
徳
法
王
帝
説
』
は
、『
元
興
寺
縁
起
』
と
同
じ
く
欽
明
天
皇
戊
午
年
に

仏
教
が
公
伝
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
が
、
そ
の
日
付
を
『
元
興
寺
縁
起
』
が

「
十
二
月
」
と
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
に
、「
十
月
十
二
日
」
と
し
て
、
独

自
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
今
後
検
討
を
要
す
る
だ
ろ

う
。

（
関
西
大
学
非
常
勤
講
師
）
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