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1

神
仙
思
想
の
も
た
ら
し
た
も

の
ー

山

崎

正

之

『
目
本
書
紀
』
に
描
か
れ
た
聖
徳
太
子

の
動
向
が
、

か
な
り
注
目
に

あ
た
い
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ
の

一
端

に

つ
い
て
は
、
か

つ
て
私
も
触
れ
た
の
で
あ
る
が
D
、

そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
意
図

に
も
と
つ

い
た
も
の
で
あ
つ
た
の
か
、
解
明
は
必
ず
し
も
果
た
さ
れ
て
い
る
と
は

い
え
な
い
よ
う
だ
。

た
と
え
ば
坂
本
太
郎
氏
は

「摂
政
と
し
て
の
太
子
の
事
績
を
挙
げ

る
よ
り
も
、

聖
者
と
し
て
の
太
子
の
偉
大
さ
を
説
く
こ
と
に
主
眼
を

お
い
た
も
の
と
言
え
よ

う
⑳
」
と
述
べ
る
。

氏
は
そ
れ
ら
太
子
関
係
の
記
事

の
出
典
に
、
す
で
に
出
来
上

つ
て
い
た

「聖
徳
太
子
伝
」
の
存
在
を
想
定
し
て
お
ら
れ
る
が
、
尋
常
な
ら
ざ
る

も
の
を
含
む
記
事
内
容

の
事
態
と
頻
繁
な
登
揚
と
は
、
そ
れ
だ
け
太
子

の
偉
大
さ

を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
ま
と
ま

つ
た
伝
記
を
考
え
て
も
お
か
し
く
は
な

い
情
況
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。

推
古
女
帝

の
摂
政
と
し
て
、
太
子
が
政
治
の
局
面
に
圧
倒
的
な
力
量
を
発
揮
し

た
と
は
言
'つ
て
い
な
い
、
と
す
れ
ば

『
目
本
書
紀
』
の
編
者
は
何
を
も

つ
て
太
子

の
偉
大
さ
を

強
調
し
よ
う
と
し
た
の
か
、

「聖
者
と
し
て
の
太
子
の
偉
大
さ
」
で

あ
る
と
み
る
と
き
、
そ
う
で
あ
る
こ
と
の
理
由
に

つ
い
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ

ろ
う
。

田
村
圓
澄
氏
に
次

の
よ
う
な
指
摘
が
あ
る
i

「聖
徳
太
子
を
、
「聖
人
」
の
座

に
据
え
た
の
は
、
法
隆
寺
と
太
子
関
係
仏
寺
の
僧

の
み
で
は
な
い
。
大
陸
文
化

の

移
植

・
吸
収
に
、
積
極
的
な
努
力
を
傾
倒
し
た
官
人

・
知
識
層
の
あ
い
だ
に
も
、

聖
徳
太
子
讃
仰

の
気
運
が
お
こ
り
つ
つ
あ

つ
た
紛
」
。
む
ろ
ん
そ
う
し
た
背
景
が
大

き
く
作
用
し
て
い
た
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
間
違
い
の
な
い
と
こ
ろ
だ

つ
た
と
思
わ

れ
る
。
そ
れ
か
ら
太
子
を
め
ぐ

つ
て
語
ら
れ
て
い
る

「聖
者
」
た
る
様
相
に
は
、

田
村
氏
の
い
わ
ゆ
る

「片
岡
飢
者
説
話
」
(推
古
紀
二
十

一
年
十
二
月
条
)
と

「慧

慈
悲
歎
説
話
」
(推
古
紀
二
十
九
年
二
月
条
)
と
が

あ
げ
ら
れ
よ
う
。

田
村
氏
は

前
者
に

つ
い
て

「聖
徳
太
子
そ
の
人
が

『聖
』
で
あ
る
こ
と
を
示
す
に
あ

つ
た
と

考
え
ら
れ
る
の
」
と
さ
れ
、
後
者
で
は

「『
日
本
国
』

の
聖
徳
太
子
が
聖
人

・
大
聖

で
あ
る
こ
と
を
、
『
異
国
』
に
あ
る
慧
慈
を
し
て
語
ら
し
め
る
に
あ
つ
た
句
」

(傍

点
著
者
)
と
い
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら

の
こ
と
ど
も
は

「目
本
人
に
向
か

つ
て

で
は
な
く
、
新
羅
や
高
句
麗

の
朝
鮮
半
島
の
人
々
や
唐
の
人
々
を
予
想
し
、
そ
の

人
々
に
告
げ
る
形
で
形
成
せ
ら
れ
た
」
の
で
あ

つ
て
、

「日
本
に
お
け
る
偉
大
な

文
化
的
先
駆
者
と
し
て
の
聖
徳
太
子
を
、
誇
示
し
よ
う
と
す
る
動
機
に
支
え
ら
れ

て
い
る
の
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

確
か
に

『
日
本
書
紀
』
が
対
外
的
な
目
的
を
負

つ
て

い

た

と

察
せ
ら
れ
る
以

(1)
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上
、
そ
の
線
に
沿

つ
た
配
慮
が
文
体
を
は
じ
め
表
現

・
素
材

の
選
択
等
に
働
い
た

で
あ
ろ
う
こ
と
も
理
解
で
き
る
。
そ
の
揚
合
、
原
資
料
と
し
て

"聖
徳
太
子
伝
"

の
存
在
を
考
え
、
そ
こ
か
ら

『
日
本
書
紀
』
の
所
期

の
目
的
に
し
た
が
つ
た
太
子

像
を
描
き
だ
す
た
め
の
選
別
が
行
わ
れ
、
そ
れ
が
現
在
の
内
容
だ
と

す

る

な

ら

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

ば
、
こ
の
ま
ま
で
太
子
が

「
日
本
に
お
け

る
偉
大
な
文
化
的
先
駆
者
」

(傍
点
稿

者
)
で
あ
る
こ
と
の
あ
り
よ
う
を

「誇
示
」
し
て
い
る
と
い
い
得
る
体
裁
を
持

つ

た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

よ
う
つ
の
ま
つ
り
ご
と

ふ
さ
ね
か
は

み
か

ど

わ
ざ

用
明
紀
元
月
正
月
条
に

「
万

機

を
総
摂
り
て
、
天
皇
事
し
た

ま
ふ
」、

ま

よ

ま
つ
り
ご
と
ふ
さ
ね
つ
か
さ
ど

よ
う
つ
の
ま
つ
り
ご
と

た
推
古
紀
元
年
四
月
条
に

「仔
り
て
録

摂

政

ら
し
む
。

万

機

を

以

て

こ
と
ご
と
く

ゆ
だ

悉

に
委
ぬ
」
と
あ
る
内
容
の
実
態
に
関
し
て
も
、
蘇
我
馬
子
と
の
関
係
か
ら
お

し
て
、
聖
徳
太
子
の
前
例
を
見
な
い
特
殊
な
あ
り
方
を
示
し
て
お
り
、
そ
れ
が
現

実

の
政
局
に
対
処
し
た
動
向
と
し
て
、

一
方
的
に
太
子
の
み
を
ク
ロ
オ
ズ
ア
ッ
プ

す
る
こ
と
に
は
多
く
の
問
題
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

そ
こ
か
ら
偉
大
な
る
太
子
像
は
、
お

の
ず
か
ら
別
途
の
方
法
に
よ
つ
て
つ
く
り

だ
さ
れ
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
展
開
さ
れ
て
行
く
場
は
、

お
そ
ら
く
政
治
的
な
条
件
を
第

一
義
と
は
し
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
は
ず
だ
と
思
わ

れ
る
。
上
に
み
た

「片
岡
飢
者
説
話
」、

「慧
慈
悲
歎
説
話
」
で
い
う
と
、
前
者
で

は

『
目
本
書
紀
』
の

ほ
か
に

『
目
本
霊
異
記
』
、

『上
宮
聖
徳
太
子
伝
補
闕
記
』
、

『
聖
徳
太
子
伝
暦
』、
ま
た
後
者
で
は
同

じ
く

『
補
闕
記
』、
『
伝
暦
』
と

『
上
宮
聖

徳
法
王
帝
説
』
な
ど
に
記
載
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
上
記
の
田
村
氏
に
よ

ひ
じ
り

れ
ば
、
前
者
に
お
い
て
は

「
ラ
イ
ト

・
モ
チ
r
フ
で
あ
る
聖
徳
太
子
を

『
聖
』
に

ま
で
高
め
る
欲
求
は

『書
紀
』
に
お
い
て
最
も
積
極
的
で
あ
り
、
ま
た
高
揚
さ
れ

て
い
る
が
、
そ
れ
以
後
の
伝
記
で
は
、
次
第
に
消
極
的
な
い
し
無
関
心
に
な
つ
て

い
る
」
と
い
わ
れ
、
後
者
に
あ

つ
て
も

「高
句
麗
の
慧
慈

の
口
を
通
し
て
、
聖
徳

太
子
を

『
聖
人
』
『大
聖
』
と
称
揚
せ
し
め
た

『
書
紀
』
の
意
図
は
、

そ
の
後

の

聖
徳
太
子
伝
に
お
い
て
、
そ
の
ま
ま
継
承
せ
ら
れ
ず
、
太
子
を
聖
と
す
る
態
度
が

著
し
く
後
退
し
て
い
る
の
」
(傍
点
著
者
)
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
聖
徳
太
子
の

「聖
人
」
像
と
し
て
は

『
目
本
書
紀
』
が

も
つ
と
も
中
心
的
な
役
割
を

果
た
し
た
と

み
ら
れ
る
。
『
日
本
書
紀
』
が
そ
れ
だ

け
熱
心
に
太
子
を
マ
ー
ク
し
た
意
図
を
、
考
え
て
み
る
の
も
大
事
な

こ

と

だ

ろ

う
。中

村
元
氏
は

「
七
世
紀
後
半
か
ら
八
世
紀
に
か
け
て
の
日
本
は
、
民
族
意
識
を

高
揚
し
、
律
令
国
家
体
制
を
確
立
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
背

景
の
な
か
で
、

聖
徳
太
子
が
理
想
的
治
世
者

・
理
想
的
日
本
人
と

し

て
発
見
さ

れ
、
以
後
、
社
会
の
要
請
に
答
え
る
形
で
神
話
的
色
彩
に
い
ろ
ど
ら
れ
た
太
子
像

が
急
速
に
成
立
し
て
い
く
の
で
あ
る
紛
」
と
説
か
れ
る
。

思
う
に

『
日
本
書
紀
』

の
描

い
た
太
子
像
は
、
当
代
の
も

つ
と
も
求
め
ら
れ
た

ス
タ
イ
ル
に
よ

つ
て
修
飾

の
つ
け
ら
れ
た
、
特
殊
人
格
な
の
で
あ
つ
た
。
そ
こ
で
は
、
政
治
家
と
し
て
す
ぐ

れ
た
状
況
を
こ
と
さ
ら
に
飾
り
た
て
る
要
は
い
さ
さ
か
も
な
い
ば
か

り

で

は

な

く
、
ど
だ
い
宗
教
者
と
し
て
も
後
世
の
範
た
る
が
ご
と
き
卓
抜
な
位
置
を
占
め
た

と
称
し
得
る
の
だ
ろ
う
か
、
疑
問
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

『
目
本
書
紀
』
の
太
子
の
、
他

の
如
何
な
る
人
に
も
真
似
の
で
き
な
い

「聖
人
」

の
姿

こ
そ
、
正
面
に
す
え
た
か
つ
た
作
者
の
意
図
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず

で
あ
る
。

そ
れ
ら
と
の
関
連

の
も
と
に
、
み
て
お
き
た
い
見
解
が
あ
る
。

中
村
氏

「聖
徳
太
子
は
、

一
面
で
は
悲
劇

の
人
で
も
あ
つ
た
。
危
機
的
な
古
代

(2.)
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天
皇
制

の
渦
中
に
生
ま
れ
、
感
じ
や
す

い
少
年
期
か
ら
青
年
期
に
か
け
て
天
皇
家

の
惨
劇
を
目
の
あ
た
り
に
し
た
と
い
う
事
実
だ
け
を
と
り
あ
げ
て
も
、
そ
の
よ
う

に
呼
ぶ
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
」
・:
・「
太
子
の
悲
劇
性
を
決
定
的
に
し
た
の
は
、

没
後
二
十
二
年
目
に
起
こ
つ
た
上
宮
王
家

の
滅
亡
と
い
う
運
命

で
あ
る
の
」
1

太
子
を
悲
劇
の
人
之
し
て
認
め
る
事
由
の
な
か
で
、
太
子
の
長
子
揖
背
大
兄
王

を
中
心
に
展
開
さ
れ
た
悲
惨
な
過
程
を
、
太
子
そ
の
ひ
と
の
上
に
直
結
さ
せ
る
こ

と
に
は
問
題
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
は
、
坂
本
太
郎
氏

の
推
定
で
は

「舒
明
即
位
前
紀

の
皇
位
継
承
事
件
、
皇
極
二
十
年
紀
の
滅
亡
の
い
き

さ

つ
な
ど

は
、
こ
の
王
の
動
静
を
詳
し
く
記
す
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
当
然
も
と
に
し
た
史

料
が
あ

つ
た
と

思
わ
れ
る
が
、

上
来
考
え
て
き
た

太
子
伝
の
続
き
と

考
え
る
に

は
、
少
し
無
理
が
あ
る
で
あ
ろ
う
ゆ
」
と

い
わ
れ
る
。

『
日
本
書
紀
』
に
み
る
聖
徳
太
子

一
代

の
あ
り
よ
う
の
限
り
で
は
、
悲
劇
的
な
様

相
を
帯
び
る
経
過
と
は
受
け
と
り
難
く
、
編
者

の
側
と
し
て
も
、
太
子
を
そ
う
し

た
位
相
に
お
こ
う
と
し
た
明
白
な
考
え

を
持

つ
て
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
た
だ

し
、
さ
き
に
み
た

『上
宮
聖
徳
太
子
伝
補
闕
記
』
、
『聖
徳
太
子
伝
暦
』
な
ど
に
は

没
後
の
こ
と
ま
で
を
含
め
て
記
述
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
こ
と
に
よ
つ
て
何
ご
と

か
を
訴
え
よ
う
と
し
た
意
図
を
吋
包
し
て
い
よ
う
か
。
後
世
か
ら
太
子
お
よ
び
太

子

一
族

の
た
ど
つ
た
軌
跡
を
な
が
め
や

つ
た
と
き
、
そ
こ
に
心
情
的
な
も
の
の
揺

曳
を
否
定
す
べ
く
も
な
い
立
揚

の
あ
ら

わ
れ
て
く
る

の

も

事
実
だ
ろ
う
。

そ
れ

は
、
し
か
し
太
子
に

一
辺
倒
と
い
え
る
肩
入
れ
み
た
い
な
寄
り
の
印
象
が
強
い
。

『日
本
書
紀
』
で
の

「聖
人
」、
ま
た
超

人
的
力
能
の
発
現
が
、
太
子
の
公
人
生
活

の
上

で
具
体
的
に
プ
ラ
ス
し
た
旨
の
記
述

は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
編
者
の
姿

勢
に
は
、
太
子
に
対
す
る
心
情
的
な
も

の
の
そ
こ
ま
で
の
傾
注
は
認
め
難
い
。

こ
こ
で
、
聖
徳
太
子
の

『
目
本
書
紀
』
に
お
け
る
形
象
化
と
並
べ
て
、
同
じ
く

『
日
本
書
紀
』
景
行
紀
に
綴
ら
れ
て
い
る

目
本
武
尊

の
場
合
を
考
慮
し
て
お
き
た

い
。誕

生

(双
生
児
と
し
て
)
か
ら
異
郷
で
の
死
に
至
る
ま
で
が
描
か
れ
、
そ
の
生

涯
は
ひ
た
す
ら
天
皇

へ
の
忠
誠
に
よ
つ
て
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
る
。
そ
の
意
向
か
ら

す
れ
ば

『
目
本
書
紀
』
に
お
け
る
目
本
武
尊
の
死
は
、

一
つ
の
絶
頂
を
成
し
て
い

る
の
で
あ

つ
て
、
そ
の
死
に
対
す
る
父
景
行
天
皇

の
悲
歎
は
、
他
に
例
を
み
な
い

ま
で
に
痛
哭
を
き
わ
め
た
も
の
と
い
つ
て
い
い
。
し
か
も
そ
の
内
容
は
「天
皇
事
」

の

ち

た

れ

と
も

あ
ま
つ
ひ
つ
ぎ

レ
を

さ

に
触
れ
て
お
り

「今
よ
り
以
後
、
誰
人
と
与
に
か

鴻

業

を
経
綸
め
む
」
と
の

言
葉
の
持

つ
ひ
び
き
は
重
く
、
ま
た
群
卿

・
百
寮
に
命
じ
て
ノ
ボ
ノ
陵
を
つ
く
ら

せ
て
い
る
こ
と
も
含
め
て
、
日
本
武
尊
は
す
ぐ
れ
て
公
的
な
位
相
に
あ
つ
た

(そ

の
点
、
『古
事
記
』

の
場
合
と
ま
つ
た
く
対
照
的
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

か

つ
て
述
べ
た
の
で
繰
り
か
え
さ
な
い
m
)
。
そ
の
葬
ら
れ
た
直
後
、
知
ら
れ
て
い
る

な

ひ
つ
ぎ

よ
う
に
陵

か
ら
白
鳥
と
化

つ
て
ヤ
マ
ト
を
指
し
て
飛
び
去
り
、
棺
襯
を
開
い
て
み

る
と
屍
骨
が
無
く
な

つ
て
い
た
-

道
教

で
い
う

"
尸
解
仙
"
で
あ

つ
た
、

と
い

う
こ
と
に
な
る
。
上
述

の
聖
徳
太
子
の

「片
岡
飢
者
説
話
」
が
同
じ
ケ
ー
ス
の
も

の
と
い
え
よ
う
が
、
そ
の
神
仙
的
情
況

の
設
定
で
は
大
き
な

へ
だ
た
り
が
あ
る
。

ヘ

へ

日
本
武
尊
が
主
人
公
自
身
で
あ
る
こ
と
と
、
片
岡

の
飢
者
の
そ
れ
を
見
抜
い
た
聖

徳
太
子
も

「聖

11
仙
人
」
と
し
た
の
と
で
は
、
直
接
に
結
び

つ
か
な
い
。
淤
、
歴

史
上
に
実
在
し
た
人
間
と
し
て
、
そ
の
特
異
性
を
道
教
的
世
界
の
な
か
で
位
置
づ

け
よ
う
と
す
る
と
き
、
年
月
目
の
明
記
と
い
う
こ
と
か
ら
も
、
こ
こ
ま
で
が
限
界

で
あ
つ
た
の
で
は
な
い
か
。
『
古
事
記
』
『
目
本
書
紀
』
の
目
本
武
尊

(倭
建
命
)

は
伝
承
上

の
人
物
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
、
聖
徳
太
子
と
同
じ
揚
に
立

(3)



研究紀要 第18集

つ
も
の
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
繰
り
返
す
よ
う
に
な
る

が

『
目
本
書
紀
』
で
は
明
ら
か
に
太
子
を
道
教
的
神
仙

の
存
在
と
す
る
べ
く
形
成

し
て
い
る
の
で
あ

つ
て
、
そ
う
し
た
意
味

で
は
日
本
武
尊
と
ま
つ
た
く
同

一
の
志

向
を
持

つ
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
、

『
目
本
書
紀
』

の
記
述
態
度

か
ら
す
る
な
ら
ば
、

こ
の
二
人
に
つ
い
て
は
共
通
の
関
心

の
も
と
に

あ
る
と
考

え
る
。

わ
か

を

を

い
き

目
本
武
尊
の
沿
革

の
要
約
と
し
て
景

行
紀
二
年
条
に

「幼
く
し
て
雄
略
し
き
気

ま

を
と
こ
ざ
か
り

い
た

み
か
ほ
す
ぐ
れ
た
た
は

み

た
き

ひ
と
つ
ゑ

か
な
へ

あ

有
し
ま
す
。

壮

に
及
り
て
容
貌
魁
偉

し
。
身
長

一
丈
、

力
能
く
鼎
を

扛
げ
た

ま
ふ
」
と
記
す
。

あ

も
の
い

聖
徳
太
子
に
つ
い
て
は
推
古
紀
元
年
条
に

「生
れ
ま
し
な
が
ら
能
く
言
ふ
、
聖

さ
と
り

ひ
と
た
び

と

た
り

あ
や
ま

の
智
あ
り
。
壮
に
及
り
て
、

一
に
十
人

の
訴
を
聞
き
た
ま
ひ
て
、
失
ち
た
ま
は
ず

わ
き
ま

ゆ
く
さ
き
の
こ
と

し
て
能
く
弁

へ
た
ま
ふ
。
兼
ね
て
未

然
を
知
う
め
す
」
と
あ
る
。

然
も
、
両
者
と
も
こ
の
言
辞

の
直
前
に
、
そ
れ
ぞ
れ
誕
生
を
め
ぐ

つ
て
の
平
常

な
ら
ざ
る
説
話
的
状
況
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
わ
せ
て
、
は
な
は
だ
酷
似
し

た
扱
い
を
示
す
。
そ
し
て
聖
徳
太
子
は
そ
の
名
号

の
ご
と
く
皇
太
子
で
あ
り
、
日

本
武
尊
も

『
古
事
記
』
で
は
太
子
三
人

の
う
ち
の

一
人
、

『
日
本
書
紀
』
で
は
太

子
と
の
明
記
は
な
い
が
七
十
余
人
の
御

子
の
中

で

『古
事
記
』
と
同
じ
三
人
別
格

の

一
人
と
な

つ
て
お
り
、
上
に
み
た
通
り
そ
の
死
に
際
し
て
天
皇

の
悲
歎
は
皇
位

と
の
関
わ
り
を
伝
え
て
い
る
。
こ
の
二
人
、
い
ず
れ
も
つ
い
に
即
位
す
る
こ
と
な

く
そ
の
生
涯
を
終
え
た
と
い
う
の
も
、
『
目
本
書
紀
』
の
英
雄
形
象
の
志
向
す
る

も
の
を
考
え
る
と
き
、
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

い
さ
さ
か
前
後
す
る
が
、
見
た
よ
う
に
目
本
武
尊

の
死
に
際
し
真
正
面
に
景
行

天
皇
の
痛
哭
を
押
し
だ
し
て
い
る
の
に
反
し
て
、
聖
徳
太
子
の
揚
合
、
推
古
天
皇

の
動
向
が
ま

つ
た
く
認
め
ら
れ
ず
、
ま
し
て
大
臣
の
馬
子
の
登
揚
も
な
い
の
は
、

い
つ
た
い
ど
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
「慧
慈
悲
歎
説
話
」
は
、

あ
く
ま
で
太
子
個
人
に
の
み
連
な
る
の
で
あ
つ
て
、
衆
庶
等
の
慟
哭
の
姿
は
記
さ

れ
て
も
、
そ
こ
で
、
太
子
の
死
の
公
的
位
相
に
は

一
切
触
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。

政
治
の
局
面
で
の
太
子
は
、
や
は
り
重
き
を
な
し
て
い
な
か
つ
た
こ
と
を
暗
示
し

て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
。
い
ま
の
私
に
は
理
解

の
と
ど
か
な
い
事
柄
と
し
か

い
い
よ
う
が
な
い
。

一
方
で
、
何
事
も
な
か
つ
た
ご
と
く
馬
子
の
変
わ
り
な
く
大

臣
と
し
て
の
動
き
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。
も
つ
と
も
、
馬
子
の
死
に
あ
た
つ
て
も

天
皇
の
言
葉
は
み
え
ず
、
そ
れ
が
か
え

つ
て
現
実

の
流
れ
の
変
わ
り
よ
う
の
な
い

非
情
さ
を
伝
え
て
い
る
、
と
い
え
ば
、
そ
の
反
射
か
ら
目
本
武
尊
伝
承
の
虚
構
が

浮
か
び
上
が

つ
て
来
よ
う
と
い
う
も
の
だ
。

誤
解
を
恐
れ
ず
、
あ
え
て
図
式
的
に
い
う
な
ら
ば
、
目
本
武
尊
は
公
的
に
、
聖

徳
太
子
は
私
的
に
、
そ
の
英
雄
像

の
形
象
化
が
果
た
さ
れ
て
い
る
、
と
考
え
る
。

そ
の
際
、

外
来
思
想
で
あ
る
道
教
的
神
仙
思
想
に

依
る
こ
と
で
は

同

一
で
あ

つ

た
。
と
な
る
と
、
こ
の
外
来
思
想

の
受
容
が
当
時
ど
の
よ
う
で
あ

つ
た
か
、
が
探

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

す
で
に
中
国
に
お
い
て
民
間
信
仰
的
側
面
を
強
力
に
発
揮
し
て
い
た
道
教
は
、

わ
が
国
で
も
そ
う
し
た
方
向
で
の
浸
透

の
度
合
い
が
相
当
に
見
受
け
ら
れ
た
も
の

ら
し
く
、
た
と
え
ば

『続
目
本
紀
』
聖
武
紀
天
平
元
年
条
に
み
え
る
異
端
幻
術
の

禁
止
令
は
、
か
な
り
厳
し
い
内
容
で
あ
り
、
そ
の
裏
に
大
流
行
の
動
き
を
う
か
が

わ
せ
る
の
に
十
分
で
あ
る

(そ
れ
以
前
に
も

『
目
本
書
紀
』
皇
極
紀
三
年
条
の
、

秦
河
勝
に
よ
る
い
わ
ゆ
る

"
常
世
神
"
信
仰

の
追
放
事
件
が
、

ほ
と
ん
ど
同
趣
の

傾
向
を
伝
え
る
)。

ひ
と
く
ち
に
言

い
つ
く
せ
る
も

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、

道

(4)
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教
か
ら
生
み
だ
さ
れ
て
き
た
神
仙
思
想

は
、
人
間
窮
極
の
願
望
と
も

い
う

べ

き

「不
老
長
寿

・
不
老
不
死
」
実
現
に
対
す
る
期
待
で
あ
つ
た
。
そ
の
た
め
に
こ
そ
、

ヘ

へ

様
々
な
方
法
が
案
出
さ
れ
、
技
術
が
開
発
さ
れ
た
。
め
ざ
す
境
地
は
、
仙
人
に
な

る
こ
と
に
あ

つ
た
。
晋
の
葛
洪
の
著
述

『抱
朴
子
』
に
登
場
す
る

「天
仙

・
地
仙

・
戸
解
仙
」
と
い
つ
た
分
類
は
、
そ
う

で
も
し
な
け
れ
ば
そ
の
こ
と
自
体
が
現
実

感
を
喪
失
し
て
し
ま
う
実
態
を
承
知
し
て
い
た
結
果
だ
と
思
わ
れ
る
。

ど
の
み
ち
実
際
に
は
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
る
と
い
う
事
情
が
、
や
溺
て
想
像

の
世
界
に
入

つ
て
行
く
契
機
を

つ
く
り
だ

し
、
そ
の
定
着
は
わ
が
国
固
有

の
伝
承

の
上
に
も
明
ら
か
な
影
を
落
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の

一
例
を

『
万
葉
集
』
巻

九

の

「水
の
江
の
浦
島
の
子
を
詠
め
る

一
首

(
一
七
四
〇
)」
に
み
よ
う
。

わ
た
つ
み

わ
た

つ
み
の
神
の
女
と
結
婚
し
た
浦
島

の
子
は

「常
世
に
至
り

海
若

の

神し
に

の
宮
の

内
の
重
の

妙
な
る
殿
に

携

り

二
人
入
り
居

て

老
も
せ
ず

死

も
せ
ず
し
て

永
き
世
に

あ
り
け
る
も

の
を
」
両
親
に
会
い
た
く
な
り
、
再
び

こ
こ
に
戻
り
た
か
つ
た
ら
開
い
て
は
な
ら
ぬ
と
渡
さ
れ
た
玉
匣
を
持
ち
、
故
郷
の

村
に
帰
つ
た
ー

常
世

(国
)
は
、
元
来
、
祖
霊
の
集
う
と
い
う
海
彼
の

一
所
で
あ

つ
て
、
固
有

信
仰
の
ひ
と
つ
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
道
教

の
神
仙
思
想
に
も
と
ず
く
仙
人
の
住

む
と
い
う
蓬
莱
山
に
対
し
、
ト

コ
ヨ
ノ
ク

ニ
と
の
呼
称
を
あ
て
て
い
る
の
は
、
ま

さ
し
く
両
者

の
混
融
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
当
然

の
こ
と
な
が
ら
常
世
楽
土
の
様

相
を
帯
び
、
理
想
境
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、
そ
の
中
心
と
な
る
内
容
は

「不
老
不

死
」
で
あ

つ
た
。
浦
島
の
子
は
常
世
に
三
年
の
歳
月
を
送

つ
た
あ
と
帰
郷
し
た
の

だ
が
、
村
の
有
様
は

一
変
し
て
い
た
。
そ
れ
が
此
の
世
の
ど
れ
ほ
ど
の
年
数

の
経

過
と
見
合
う
の
か
、
『万
葉
集
』
で
は
分
ら
な
い
。

し
か
し
、

二
世
代
や
三
世
代

で

「垣
も
無
く

家
滅
せ
」
る
と
い
つ
た
状
況
に
は
な
る
ま
い
。
後
代

の
三
百
年

の
数
字
の
根
拠
は
知
ら
な
い
が
、

「不
老
不
死
」
の
具
体
的
実
情
を

常
世
の
三
年

と
い
う
時
間
と
此
の
世

の
時
間
経
過
と
の
隔
差
に
置
き
、
と
う
て
い
現
実
と
は
な

し
得
な
い
趣
旨
を
、
浦
島

の
子
の
死
を
も

つ
て
主
張
し
た
。
玉
匣
か
ら
の
白
煙
は

常
世
辺
に
な
び
き
、

一
瞬
の
う
ち
に
青
年
か
ら
老
人
に
変
貌
す
る
さ
ま
は
、
思

つ

て
み
る
だ
け
で
も
グ

ロ
テ
ス
ク
な
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
い
か
。

「
不
老
不
死
」
は
常
世
で
こ
そ
あ
る
も
の
で
、
此
の
世
で
は
望
む
べ
く
も
な
い
。

常
世
か
ら
帰
ろ
う
と
し
た
浦
島

の
子
を

「世

の
な
か
の

愚
か
人
の
i

」
と
い

つ
た
の
は
、
案
外
と
作
者

の
本
音
で
あ

つ
た
か
も
知
れ
な
い
。

ま
た
、
浦
島

の
子
に
関
し
て
の

『
目
本
書
紀
』
雄
略
紀
二
十
二
年
七
月
条
の
記

事
は
、
ほ
と
ん
ど
神
仙
思
想
に
よ
る
記
述
で
あ
り
、
記
録
と
伝
承
と
、
共
に
そ
の

こ
と
以
外
に
核
心
は
考
え
ら
れ
な
い
主
眼
点
を
持

つ
て
、
書
か
れ
て
い
る
。
さ
ら

に

「丹
後
国
風
土
記
逸
文
」
で
は
、
徹
底
し
た
語
り
く
ち
を
い
つ
そ
う
お
も
て
だ

て
て
お
り
、
こ
の
伝
承
説
話
の
方
向
を
決
定
づ
け
た
。

外
来
思
想
で
あ
る
神
仙
思
想
を
は
ず
し
て
は
作
品
と
し
て
成
り
立
た
な
い
別
の

例
は
、
同
じ
く

『
万
葉
集
』
巻
五
の

「松
浦
河
に
遊
ぶ
序
」
と
そ
れ
に
続
く
歌
群

(八
五
三
～
入
六
〇
)
で
あ
ろ
う
。

旅
先
で
、

た
ま
た
ま
行
き
逢
う
た
鮎
釣
り
の

乙
女
た
ち
を
仙
女
と
見
立
て
、
声
を
か
け

一
場
の
恋
愛
の
風
情
を
描
こ
う
と
意
図

し
た
よ
う
だ
。
神
功
皇
后
伝
説
を
ふ
ま
え
た
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
に
も
、
慎
重
な
作
者

(大
伴
旅
人
説
が
有
力
)
の
配
慮
を
思
わ
せ
る
が
、

若

い
女
性
に
対
す
る
浪
曼
的

な
憧
憬
を

エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
仙
女
に
托
し
た
と
き
、
そ
れ
は
い
か
ば
か
り
新
鮮
な

魅
力
を
発
揮
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
い
条
、
漢
文

の

「序
」
に
記
さ
れ
て

あ
る
神
仙
的
環
境
を
作
品
の
背
景
か
ら
除

い
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
単
に
行
き
ず
り

(5)
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の
男
女
の
唱
和
に
し
か
過
ぎ
ず
、
殊
更

に
作
品
化
す
る
理
由
は
失
わ
れ
て
し
ま
う

に
違

い
な
い
。

い
ま
ひ
と
つ
同
趣

の
傾
向
に

あ
る
も

の
と
し
て
、

『万
葉
集
』
巻
十
六
の

「竹

取
の
翁
」
を
め
ぐ
る
漢
文
の
序
と

翁
な
ら
び
に

娘
子
等
の
歌
群

(三
七
九

一
～

三
入
〇
二
)
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
ー

竹
取

の
翁
が
晩
春
の
丘
辺
か
ら
周
囲
を
眺

め
や
り
、
野
原

で
草
摘
み
を
し
て
い
る
乙
女
た
ち
と
出
会
う
。
声
を
か
け
ら
れ
仲

間
入
り
し
て

一
時
た

つ
と
、

急
に
乙
女

ら
か
ら
疎
外
さ
れ
て
し
ま
う
の
だ
。

「慮

ま

ど

を
さ

は
ざ
る
外
に
た
ま
た
ま
神
仙
に
逢

へ
り
。
迷
惑

へ
る
心
敢

へ
て
禁
ふ
る
所
な
し
。

近
く
狎
れ
し
罪
は
、
希
は
く
は
贖
ふ
に
歌
を
以
ち
て
せ
む
」
と
詫
び
て
、
長
歌
を

詠
む
の
で
あ
る
。
が
、
こ
の
場
合
も
前

の
例
と
同
じ
く
歌
に
入
る
と
神
仙
的
状
況

さ
と

は
ま
つ
た
く
な
く
な
り
、
老
人
の
青
春
回
想
に
つ
づ
く
の
は
若
者
た
ち
を
諭
す
内

容
の
も
の
と
な
る
。
乙
女
た
ち
は
翁

の
歌
に

つ
き
従

い
、
自
分
た
ち
の
反
省
の
意

ヘ

へ

を
籠
め
て
歌
を
か
え
す
。

つ
ま
り
、
こ
の
作
品
は
仙
女
も
人
間
と
同
様
は
年
老
い

て
行
く
と
認
め
て
い
る
わ
け
で
、
そ
の
こ
と
だ
け
で
も
作
者

の
神
仙
観
が
問
題
に

さ
れ
て
来
る
が
、
翁
の
長
歌
の
最
後
に
中
国
の
棄
老
説
話
を
取
り
入
れ
て
い
る
こ

と
や
反
歌
二
首

の
意
味
を
含
め
て
、
老
人
の
側
か
ら
の
告
発
に
も
似
た
調
子
が
あ

ら
わ
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
神
仙
的
雰
囲
気
は
あ
た
か
も
舞
台
装
置
の
ご
と

く
、
人
々
の
興
味
を
集
め
る
た
め
の
手
段
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
む
ろ
ん
固
有

の

行
事
と
し
て
の
春

の
野
草
摘
み
、
野
遊
び
の
た
ぐ
い
は

『
万
葉
集
』
の
中
に
も
歌

わ
れ
て
い
る

(巻
十
、

一
入
七
九
～

一
入
八
三
)
し
、
そ
う
し
た
状
況
と

『
日
本

霊
異
記
』
上
巻

の

「女
人
、
風
声

の
行
を
好
み
、
仙
草
を
食
ひ
て
、
現
身
に
天
に

飛
ぶ
縁

第
十
三
」
に
描
か
れ
た
よ
う
な

「春

の
野
に
菜
を
採
り
、
仙
草
を
食
ひ

て
天
に
飛
」
ん
だ
女
の
話
な
ど
と
、
は
な
は
だ
近

い
と
こ
ろ
で
発
想
せ
ら
れ
て
い

る

こ

と

は
確

か

で
あ

ろ
う

。

「松
浦
河
ー

」
に
せ
よ

「竹
取

の
翁
1

」
に
せ
よ
、
神
仙
思
想

の
導
入
は
、

日
常
的
現
実
と
は
別
個
の
も
う
ひ
と
つ
の
世
界
の
実
現
を
想
定
し
た
、
い
わ
ば
文

芸
的
な
も
の
へ
の
そ
れ
は
重
要
な
契
機
と
し
て
は
た
ら
い
て
い
る
と
み
る
べ
き
も

の
だ
と
考
え
る
。
そ
の
よ
う
に
た
ど
り
来
る
な
ら
ば
、
再
び
話
を
も
ど
し
て
日
本

武
尊
と
聖
徳
太
子
に
関
し
て
も
、
そ
の
形
象
化
に
際
し
て
何
ら
か
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

を
設
け
る
こ
と
が
で
き
は
し
ま
い
か
、
と
い
つ
て
前
二
者
と
同
じ
位
置
で
み
る
の

に
は
、
個
人
が
当
事
者
で
あ
る
内
実
か
ら
無
理
を
生
じ
て
こ
よ
う
。

へ

も

ヘ

ヘ

ヘ

へ

さ
き
に
私
は
、
こ
の
二
人
の
記
述
に
英
雄
形
象
を
冠
し
た
が
、
そ
の
ま
ま
英
雄

ヘ

へ

伝

承

の
主

人

公

と

し

て

一
括

す

る

目
途

と

は

な

ら

な

い

で
あ

ろ
う

か
。

い
ま

、

私

の
前

に

エ
ル

ン

ス
ト

・
ロ
ー

ペ

ル
ト

・
ク

ル

ツ

ィ

ウ

ス
の
次

の

よ
う

な

言

葉

が

あ

る
ー「英

雄
の
際
立

つ
た
特
徴
は
、
「精
神
的
な
意
志
」
が
充
溢
す

る

こ
と
、

お
よ

び
、
衝
動
的
な
生
に
対
抗
し
て
こ
の
意
志
が
集
中
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

が
彼
の
性
格
の
偉
大
さ
を
な
す
、
即
ち
、
別
し
て
英
雄
的
な
徳
は
克
己

・
自
制

で
あ
る
。

し
か
し
英
雄
の
意
志
は
こ
の
範
囲
に
と
ど
ま
ら
ず
、
さ
ら
に
権
力
と
責
任
と

冒
険
を
求
め
て
や
ま
な
い
。
そ
こ
で
英
雄
は
、
政
治
家
と
将
軍
と
し
て
登
揚
す

る
ー

よ
り
古
き
時
代
に
は
戦
士
と
し
て
登
場
し
た
よ
う
に
②
」

短
絡
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
に
共
通
項

の
存
在
す
る
こ

と
も
確
か
で
あ
ろ
う
。

考
慮
に
あ
た
い
す
る

一
視
点
と
認
め
、

『
目
本
書
紀
』
の

方
法
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

(6)



上代文芸の一傾向

〔
註
〕

①

「英
雄

の
変
貌

-
目
本

書
紀

の
聖
徳
太

子
1

」
・
「文
芸
論
叢
」

8
号

(昭
和

46
年
)

②

「
目
本
書
紀
と
聖
徳
太
子

の
伝

記
」
・
『
古

典
と
歴
史

』

(昭
和
魏
年
)

51
頁

③

「
片
岡
飢
者
説
話

・
慧

慈
悲
歎
説

話
成

立

の
背
景
」
・
『
飛
鳥
仏

教
史
研
究
』
(昭
和
44

年
)
75

～
76
頁

2

2

④

右
に
同

じ

・
脳
頁

⑤

右
に
同
じ
蜘

頁

⑥

右

に
同

じ

・
π
頁

⑦

右

に
同
じ

・
前
者

69
頁

・
後
者

72
頁

ワ
の

ワ
ね

⑧

「聖
徳
太

子
と
奈
良
仏
教

」
・
『
聖
徳
太

子
』

(目
本

の
名
著

・
昭
和

菊
年
)

66
頁

⑨

右

に
同
じ

⑩

②
に
同
じ

・
49
頁

⑪

「
上
代

説
話

の

一
傾

向
ー

ヤ

マ
ト
タ
ケ

ル
伝

承

を

通

し
て
ー
」
・
「
立
正
女
子
大
学
短

期
大
学
部
研
究
紀

要

・
第

15
集

」

(昭
和
46
年
)

⑫

「
英
雄
と
支
配
者
」
・
『
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
文
学

と
ラ

テ
ン
中
世
』

(昭
和
46
年
)
嬲
頁
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