
英

雄

の

変

貌

ー

『日
本
書
紀
』
の
聖
徳
太
子
1

山

崎

正

之

ひ
と
り

の
人
間

の
生
き
た
軌
跡
を
た
ど
る

こ
と
に
関
心
が
寄
せ
ら
れ
る
よ
う

に
な

っ
た

の
は
、

い

っ
た

い
ど
ん
な
理
由
か
ら
な

の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、

お

そ
ら
く
近
代
文
学

の
意
識
と
近
代
以
前

の
場
合

と

で
は
、
別
個

の
解
答
が
用

意
さ
れ
な
く

て
は
な
ら
な

い
問
題
と

い
え
る
か
も
知
れ
な

い
。

一
個

の
人
間

の

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

我

の
自
覚
史

こ
そ
近
代

に
お
け
る
人
間

の
歴
史
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
軌
跡

の
確
認
は
そ
れ
故

に
究
明
さ
れ
て
然
る

べ
き

一
つ
の
大
き
な
理
由

な
の
だ
と
思

わ
れ
る
。
が
、
古
典

と
呼
ば
れ
る
も

の
に

つ
い
て
は
ど

の
よ
う
に
考

え
た
ら
よ

い
の
か
。
た
と
え
ば
、
平

安
朝

の
作
品

の
な
か
に
は
、
す

で
に

一
代

記
と
み
な

し

て
よ

い
構
造
に
も
と
つ

い
て
、
様

々
な
事

態

の
展
開
が
描

か
れ
て
い
る
こ
と

は
あ
ら
た
め

て
指
摘

す
る
ま
で
も
な

い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
も

っ
と
も
典
型
的

な

例
と
し
て
は
、
や
は
り

『
源
氏
物

語
』
を
あ
げ
る

べ
き
だ
と
思
う
が
、
こ
こ
で

注

意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い

の

は
、
『源
氏
物

語
』
五
十

四
帖

が
光
源

氏

の
生
涯
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず

、
そ

の
後
の
世
代

の
動
向

に
ま
で
筆

が
及

ん
で

い
る

こ
と
で
あ
る
。

し
か
も
、

い
わ
ゆ
る
宇
治
十
帖

の
世
界

は
光
源
氏

の
時
代

を
前
史

に
持

つ
ゆ
え
に
、
そ
こ
に
も

う

一
歩
踏

み
こ
ん
だ
も

の
の
表
現

が
結
実

し
て
い
る
と
言

わ
れ
よ
う
。
と
い
う
こ
と
は
、
特

に
ひ
と
り

の
人
間

の
軌
跡
を

追

う
こ
と
の
意
味

が
、
そ
こ
で
は
ま

っ
た
く
近
代
と
は
別
様

の
理
解
を
必
要
と

'す

る
の
だ
と
考
え

て
よ
い
。
°ま

た

『
伊
勢
物
語
』

で
は
、
昔
男

の
遍
歴
を
積

み

重
ね

る
と

い
う
単
純
な
経
緯

の
な
か

で
、

一
つ
の
型
を
作
り
あ
げ

て
行

っ
た
。

そ
の
何
れ

に
せ
よ
、
基
本
的

に

一
個
人

の
生
涯
が
真
正
面
に
す
え
ら
れ

て
来

る
あ
り
方
は
、
虚
構
と
し

て
の
文
芸

の
世
界

で
決
定
的
な
位
置
を
占
め
た
と
思

わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん

そ
れ
は
、
近
代

の
ケ
ー

ス
と
同
じ
に
並
ぶ
次
元

の
も

の
で

は
な

い
け
れ
ど
も
、
事

態

の
経
過
を
個
人

の
時

間
的
な
流
れ
に
の
せ

て
、
そ
の

展
開
を
と
ら
え
て
行

こ
う
と
す
る
と

こ
ろ
は
、
か
な
り
接

近
し
た
方
法

上
の
関

心
を
認
め

て
も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

更
に
さ
か

の
ぼ

っ
て
古
代

伝
承
の
場

面
で
は
、

一
代

記
的
な
ま
と
ま
り
を
持

と
う
と
す
る
志
向
よ
り
も
、
民
族

な
ど
の
始
祖

起
源

を
語

る
た
め
の
も

の
と
し

て
、
異
常
誕
生
か
ら
始

ま
り
非

凡
な
る
大
事
業

を
成

し
遂
げ

て
幸
福
な

る
結
婚

に

い
た
り
子
孫

の
繁
栄

を
も
た
ら
し
た
と
結
ぶ
の
で
あ

る
。
こ
の
、
最
初

か
ら

焦
点

の
定

ま

っ
て
い
る
語
り
様

は
、
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
明
白

な
路
線

の
上
を

ヘ

へ

形
通
り
の
過
程

に
従

う
だ
け
で
、
人
間
模
様

の
織
り
な
す
あ

や
の
あ
ら
わ
れ

よ

う
も
な

い
の
は
い
た
し
か
た
の
な
い
こ
と
だ
ろ
う

。
た
だ
そ
の
場
合

で
も

、

一

個

の
存
在

に
対

し
て
集
中
的

に
事
件
を
提
供

し
、
段
階
的
情
況

の
も
と

に
筋
道

を

つ
け

て
効
果
を

ね
ら
う
と

い
う
点

で
は

、
ほ
と

ん
ど
変
わ
ら
な

い
と
み

て
よ
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い
。一

般

的
な
言

い
方
を
す
れ
ば

、
古
典

に
み
ら
れ

る
様
態

は
上
代

の
氏
族
伝
承

ヘ

へ

に
発
し
て
、
何

ら
か
の
意
味
あ

い
に
お

い
て
英
雄

の
要
素
を
不
可
欠

の
基
本
的

条
件

に
し
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。
英
雄

の
行
動
を
物
語

る
こ
と
は
、

そ
の
ま
ま

ヘ

へ

氏
族

の
、
あ

る
い
は
お

の
が
家

の
誉

れ
な

の
で
あ
り

、
そ
れ
は

ハ
レ
が
ま
し
き

慶
事

だ

っ
た
の
だ
。
ま

こ
と

に
幸
福
な
時
代

で
も
あ

っ
た
わ
け
だ
が
、
歴
史

の

推
移
と
と
も

に
英
雄

そ
の
も

の
の
性
格
づ
け

に
も
、
次
第

に
変
化

の
相

が
あ
ら

わ
れ

て
来
た
。

『
古
事
記
』
や

『
日
本
書
紀
』
に
登
場

す
る
人
物

の
う
ち
に
、
お
の
ず
と
そ

う
し
た
傾
向

を
お
も
て
だ
て
て
示
す
存
在

を
見
出
す

こ
と
が
出
来

る
。
も

と
よ

り

『
古
事

記
』
『
日
本
書
紀

』
に
は
、
各

々
そ
れ

な
り

の
本
来

の
目
的

と

す

る

編
集
意

図
に
よ

っ
て
構
想

さ
れ
た
実
状

が
あ
り

、
そ
の
点

で
は
個

々
の
存
在

と

し
て
の
英
雄

像
を

一
代

の
経
過

さ
な
が
ら

に
記
す

と
い
う
意
向

は
最
初

か
ら
な

か

っ
た
で
あ

ろ
う

。
そ
れ

に
も
関
わ
ら
ず

、
結
果
的

に
ー

と
言
わ
な
く

て
は

な

る
ま

い
、
異
色
中

の
異
色
と
も
呼

ぶ
べ
き
人
物
を
描
き
出
し

て
い
る
。

ヤ

マ

ト

タ

ケ

ル
の
命

(
殊

に

『
古
事
記
』

の
例
)
と
聖
徳
太
子

(
『
日
本
書
紀
』

の

み

に
見
え

る
)
と

が
そ
れ

で
あ

る
。

ヤ

マ
ト
タ
ケ

ル
の
命
は
景
行
帝

の
皇
太
子
で
あ
り

(
と
は
言

い
条
、
景
行
帝

の
事
蹟

に
つ
い
て
は

『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』

の
両
書

に
お

い

て
も

分
明
な

ら
ざ
る
と

こ
ろ
が
多

く
、
ヤ

マ
ト
タ
ケ

ル
の
動
向
も
ま
た
両
書

で

の
較

差
の
は

な
は
だ
し

い
こ
と
は
す
で
に
知
ら
れ

て

い

る
)
、

聖
徳
太
子
は
推
古
女
帝

の
摂

政

で
あ

っ
た
と

い
う
ポ

ス
ト
が
、
政
治

の
舞
台

で
陽

の
あ

た
る
位
置

に
お
い
た

こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
の
事
情

で
あ

っ
た
な
ら

、

な
に
も
誕
生
か
ら
そ
の
死
ま
で
を
記
録
す

る
必
要

は
な
か

っ
た
は
ず

の
も

の
だ

と
思
わ
れ

る
。
『古
事
記
』

『
日
本
書
紀
』
と

い
う
き
わ
め

て
政
治
的
な
体
系

に

貫

か
れ
た
史
書
体
裁

の
な
か
で
、
天
皇

で
は
な
く
し

て
そ
の
生
涯

の
周
到
な
記

述
を
遺

し
得

た
意
味

は
、
何

で
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
か

。

も

っ
と
も

ヤ

マ
ト
タ
ケ

ル
の
命
は

ほ
と
ん
ど
伝
承
的
な
存
在

の
如
く

で
あ

っ

て
、
そ
の
形
象
化
も
両
書

で
は
明
ら
か

に
別
様

の
像
を
作
り
あ
げ

て
い
る
。
そ

れ
ら

の
こ
と
ど
も

に

つ
い
て
は
、
他

に
触
れ
る
機
会
が
が
あ

っ
た

の
で
繰
り
か

ヘ

ヘ

ヘ

へ

え
さ
な

い
が
、
両
書

に
共
通
す
る
悲
劇
的
結
末
だ
け
は

一
つ
に
英
雄

の
死
と
し

ヘ

ヘ

ヘ

へ

て
ど
う
し

て
も
特
記
し
な

い
で
は

い
ら
れ
な
か

っ
た
ー

そ

こ
に
あ

る
時
代

の

終
焉
を
見
取

っ
て
の
告
知

が
あ
る

の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
れ
に
対

し

て
聖
徳
太
子
は
歴
史
上

の
実
在

人
物

で
あ

る
と

目

さ

れ

、
『
日

本
書
紀
』

そ

の
他

の
文
献

に
記

さ
れ
た
事
柄

を
事
実

に
と
り
な

し
、
太
子

の
卓

抜

し
た
存
在

に
讃
仰

お
く
あ

た
わ
ざ

る
畏
敬

の
念
を
集
中

さ
せ
て
来

た
の
で
あ

っ
た
。

ヤ

マ
ト
タ
ケ

ル
と

い
い
、
ま

た
聖
徳
太
子
と

い
い
、

そ
れ
ぞ
れ

に
置
か
れ
た

歴
史
的
環
境

の
中
核

と
し

て
、
彼
ら
は

そ
の
時
代

の
立
役
者

で
あ

っ
た
と

い
え

る
。
そ
の
意
味

で
は

、
彼
ち

の
当
代

の
天
皇
を
し

の
ぐ
存
在
だ

っ
、た

の
だ
。
そ

し

て
そ
の
こ
と
が
如
何

ほ
ど
異
常
な
事
態

で
あ

っ
た
か
と

い
う
結
果

こ
そ
、
彼

ら

の
卓
抜
さ

の
行
き
着
く
と

こ
ろ
と
し

て
語
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
ポ
イ

ン

ト
な

の
で
は
な
か

っ
た
ろ
う
か
。
1

以
下
、
し
ば
ら
く
聖
徳
太
子
を
中
心
に

み

て
行

こ
う
。

周
知

の
通
ゆ

『
古
事

記
』
は
推
古
天
皇
記
ま
で
を
載
せ

て
い
る
が
、
終
末

の

十

代

(
仁
賢
天
皇
以
下
)

は
系

譜
記
述
に
と
ど
ま
る
。
そ

の
推
古

記
に
は
太
子

に
関
す
る

こ
と
は
何
ひ
と

つ
記
さ
れ
て
い
な
い
。
二
代
前

の
用
明

天
皇

の
中

に

「
ま
た
庶
妹

間
人
穴
太
部
王
を

娶
し
て
、
生

み
ま

せ
る
御
子

、
上
宮

の
廐
戸
豊

ヘ

へ

聡
耳
命

」
と
あ

る
の
が
唯

一
の
も

の
だ
。

こ
の
命
名
を
他

の
命
名
例
と
合
わ

せ

て
み
る
と
、
そ
の
大
半

が
後

に
天
皇
位

に
つ
い
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ

る
し
、
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か
て
て
加
え

て

「
上
宮

の
厩
戸
豊
聡
耳
命
」
と

い
う
名
自
体

の
持

つ
響

き
も
並

一
通
り

の
も

の
と
は
思
わ
れ

な
い
。
と
す
れ
ば
、

こ
こ
に
内
容
は
知
ら
さ
れ

て

い
な
く

て
も

、
当

の
人
物

の
単
純

に
看
過
し
得

ぬ
存
在

で
あ

る
こ
と
を
示
し

て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

『
日
本
書
紀

』
巻
第

二
十

一
・
用
明

天
皇
紀

で
は
廐
戸
皇
子

の
誕
生
を
記

し

ふ
さ
ね
か
は

ま
し
ま

「
…
…
豊
御
食
炊
屋
姫
天
皇

の
世

に
し
て
、
東
宮

に
位
居
す

。
萬
機
を
総
摂
り

て
、
天
皇
事
し
た
ま
ふ
」

と
述

べ
る
。
(
東
宮
、
あ

る

い

は
総
摂
-
摂
政

の
意

-
な
ど

に
は
、
歴
史
的
事
実

の
認
証
を
め
ぐ

っ
て
論

の
あ
る
と

こ
ろ
な
の
だ
が

こ
こ
で
は

『
日
本
書
紀
』

の
表
現
に
よ
る
太
子
像
を
探
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
り

問
題
も

そ
の
範
囲

に
限

っ
て
行

こ
う
と
思
う
)
。

推
古
紀

(
巻

二
十

二
)
元
年
夏
四
月

の
記
事

に
皇
太
子

に
立

つ
と

い
い
、

そ

こ
で
誕
生
に
ま
つ
わ
る
話
を
伝
え
る
1

穴
穂
部
間
人
皇
女

(用
明
后
)
が
懐

妊
開
胎

の
日

(
生
ま
れ

る
当

日
)
、
宮
殿
中
を
巡
行
さ
れ

て
い
る
時

、

に

わ

か

に
産
気
づ

い
た
の
で
あ

ろ
う

。
そ
の
場

の
厩
戸

で
苦

し
む
と
も
な
く
生

み
落

さ

れ

た
i

「
壁
れ
ま

し
な
が
ら
能
く
言

ふ
。
聖

の
獲
存
り

。
壮

に
及
び

て
、

一

あ
や
ま

わ
き
ま

に
十

人
の
訴
を
聞
き

た
ま

ひ
て
、
失

ち
た
ま

は
ず

し
て
能
く
弁

へ
た
ま

ふ
。
兼

ね
て
未

然
を
知

う
し
め
す
」

…
…
こ
こ
に
し
て
太
子

の
尋
常

一
様

な
ら
ざ

る
あ

ヘ

へ

り
よ
う
を
指

し
示

す
さ
ま
が
、
お
よ
そ
他

に
例
を
見
な
い
形

で
ク

ロ
オ
ズ
ア

ッ

プ
さ
れ
て
来

る
の

で
あ

る
。
「
豊
聡
耳
」

の
実

態
も

こ

の
情

況
な
く
し
て
納

得

の
行
く
も

の
で
は
な
か
ろ
う
。
そ
れ
に
し

て
も
、

こ
れ
ほ
ど
ま
で
の
秀
逸
さ
を

実
在
と
さ
れ
る
人
物

に
附
与
し
た
意
図
を
考
慮
す

べ
き
で
あ
る
。
各

天
皇
紀
冒

頭

に
記
さ
れ
た
讚
辞
と
、

そ
れ
は
質
を
同
じ
く
す

る
も

の
と
思
わ
れ
る
が
、
そ

の
具
体
性

に
お

い
て
比
肩
し
得

る
の
は
太
子
と
並
称
し

た
ヤ

マ
ト
タ
ケ

ル
の
場

合

(「幽
く
て
欝

し
き
響

し
手

・
壮
笈

り
て
容
貌
曝
融
.い
。
身
量

丈
、
力
能
く
購
慰
控
げ
た
ま
ふ
」)
く
ら
い
で
は
な
い
か
1

再
説
す
れ
ば
、

こ
の
両
者

と
も
天
皇
位

に
即
か
な
か

っ
た
だ
け
に
、
こ
の
よ
う
な
記
述

に
は
注

目
す
る
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
先

述
し
た
古
代
伝
承

で
の
英
雄
出

現
の
、
異
常

誕
生
を
そ

の
ま
ま
に
顕
在
さ
せ
、
太
子
に
対

し
て
関

心
の
度

を
高

め
る
こ
と
に

主
眼
目
を
置

い
た

の
に
相
違
な

い
。

太
子
は
廐
戸

で
生
ま
れ
た
、
と

い
う

そ
の
場

景
が

「
廐
戸
皇
子
」

の
名

の
由

来

に
な

っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ

の
こ
と
を
キ
リ

ス
ト

の
降
誕
説
話
と
の
関

連

で
み
よ
う
と
す

る
見
解
が
あ
る
。
果
た
し

て
久
米
邦
武
説

の
ご
と
く
当
時
実
際

に
伝
聞
す
る
と

こ
ろ
が
あ

っ
て
、
太
子
像

の
偉
人
性

に
付
会
さ
れ
た
も

の
か
。

歴
史
的
情
況
は

そ
の
可
能
性
を
否
定
し

て
は

い
な

い
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ

で
は

異
教

に
対
し

て
余
り

に
ス
ト
レ
ー
ト

に
密
着
し
過
ぎ
る
印
象

を
ぬ
ぐ
え
な

い
。

太
子
は
我
国

に
お
け

る
新
宗
教

の
開
祖

と
い

っ
て
い
る

の
で
は
な

い
の
だ
。

そ

れ

は
確

か
に
正
常
な
出
産

で
は
な

か

っ
た
こ
と

で
あ
り

、
そ
の
命
名

に
ま

で
及

の

ぶ
と
あ

っ
て
は
か
な
り

の
比
重

で
瑞
兆

と
了
解

し
た
も

の
の
如
く

で
あ

る
。
名

ヘ

へ

前

か
ら
押

せ
ば
、
大
臣
蘇
我
馬

子
と
い
う
名

は
、
こ
の
際
無
視

し
得

な
い
だ
ろ

き
た
し

う
ー

太
子
の
父
用
明
天
皇
の
母
は
蘇
我
稲
目
の
娘
堅
塩
姫
、
ま
た
母
穴
穂
部

お

あ
ね

を
ば

間
人
皇
女

の
母
は
堅
塩
姫

の
同
母
妹
小
姉
君

(姨

と
も

い
う
)

で
、
相
方
共

に

欽
明
天
皇

の
后
妃
た
ち

で
あ
る
。
そ
し
て
馬

子
は
稲
目
の
子
、
と
た
ず

ね
て
来

る
と
き
、
そ

こ
に
何
か
が
あ
り
そ
う
で
は
な

い
か
。

い
ま

の
私
と
し
て
は
こ
れ

以
上

の
こ
と
が
言
え
な

い
の
が
残
念
な

の
だ
け
れ
ど
も
、

こ
の
方
向

か
ら
考
え

て
み

る
て
だ

て
も
あ
る
と
思
う

の
で
あ
る
…
…
。

誕
生
を
あ
ぐ

る
記
事

に
続
け

て

「
内
教
を
高
麗

の
僧
慧

慈
に
習
ひ
、
外
典

を

さ
と

博
士
覚
加
可
に
学
び

た
ま

ふ
。
並

に
悉

に
達
り
た
ま
ひ
ぬ
」
と

い
う
。

こ
れ
以
上

に
加
え
入

る
条
件

が
、
他

に
あ

る
だ
ろ
う
か
。
先

に
み
た
超
人
的
な
能
力
と
、

学
習

に
基
づ
く
仏
教

、
儒
学

の
完
璧
な
達
成
と
、

こ
こ
に
は
十
全
な
る
存
在

の

裏
う
ち

が
あ

る
。
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と
こ
ろ
で
、
そ
う

し
た
太
子

の
驚
異
的
な
属
性
は

い

つ
ど

の
よ
う
な
時
点

・

状
況

で
ピ
ー
ク
の
確
認

が
な

さ
れ

る
の
か
、
と

い
う

こ
と

に
な

る
と

ひ
ど
く
あ

い
ま

い
に
な

っ
て
し
ま
う

の
で
あ

る
。
太
子

の
業
績

の
こ
と
ご
と
く

そ
れ
ら

の

ヘ

ヘ

へ

あ
か

し
で
あ

る
か

の
よ
う

に
、
記
述

の
内
容
は
読
ま

せ
よ
う

と

し

て

い

る

の

か
。
師
を
迎
え

て
学
習
し
た
と

い
う
手
続
き
が
明
ら
か

で
あ

っ
て
み
れ
ば
、
そ

こ
に
時
間
的
経
過
を
考
慮
し

て
い
い
は
ず

の
も

の
だ
。

崇
峻
帝

の
即
位
前
紀

(
用
明

二
年
)
秋
七
月
条

に
、
蘇
我
馬
子

の
音

頭
と
り

で
排
仏
派

の
物
部
守
屋
を
討

っ
た
と
記
す
。
が
、
形
勢
ま

っ
た
く
不
利
と
な
り

ひ

さ
こ
は

な

ほ
と

ん
ど
敗
戦

の
危

機

に
瀕

し

た
。
時

に
厩
戸
皇
子
は

「
束
髪
於
額

し

て
」

(
少
年

の
結
髪
)
従
軍
し

て
い
た
が
、
最
後

の
手
段
と
し

て
仏
に
祈
願
を
さ
さ

る

り

で

げ
た
。
白
膠
木
を
切
ゆ
取

っ
て
四
天
王
像
を
作
り
、
勝
利
し
た
な
ら
ば
寺
塔
を

建
立
す
る
と
誓
う

の
で
あ
る
。
爾
後
、
事

は

一
挙

に
逆
転
し
、
ま
さ
に
祈
願
成

就
を
遂
げ
た
。
摂

津
国

の
四
天
王
寺
は

そ
の
折
り

の
造
営
と

い
う
。

こ
の
件

な

ヘ

ヘ

へ

ど
は
、
太
子

の
霊
威

の
し
る
し
に
な
ろ
う
と
み
ら
れ
る
が
、
同
じ
時
期

に
大
臣

馬
子
も
亦
祈
願
を

こ
め

て
お
り
、
乱
平
定

の
後
に
飛
鳥

に
法
興
寺
を
建
て
て

い

る
。
太
子
ひ
と
り

の
威

力

の
あ
ら
わ
れ
と
は
言

い
き
れ
ず
、
あ
わ
せ

て
馬
子

の

勢
威
も
大
き
か

っ
た
と
す

べ
き
と

こ
ろ

で

あ

ろ

う

か
。
推

古
二
年
二
月
に
は

さ
か

「
皇
太
子
及
び
大
臣
に
詔
し

て
、
三
宝
を
興
し
隆
え
し
む
」
と

い
い
、
太
子
と

馬

子

の
コ
ン
ビ
に
よ
る
仏
教
上

の
実
践
が
明
記
さ
れ

て
い
る
。
宗
教
的
な
活
動

と
政
治
と

の
関
わ
り
が
切
り
離
せ
な

い
時

代
だ
け
に
、
彼
ら

の
動
向
も
自

主
的

な
も

の
で
は
到
底

あ
り
得
ず
、
帝

に
よ
る
至
上
命
令
と

い
う
上
下
関
係

の
な
か

で
あ

る
。

い
か
ほ
ど
個
入

の
資

質
的
な
優
秀
さ
を
誇
示
し

て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も

定
め
ら
れ
た
範
囲

に
と
ど
め
ら
れ
る
も

の
で
あ
る

こ
と
は
、
殊
に

『
日
本
書
紀
』

の
場
合
、

ヤ

マ
ト
タ
ケ

ル
に
お

い
て
見

て
来
た
通
り
だ
。

い
ま

の
太
子
の
そ
れ

も
、
ど
う
や
ら

そ
う
し
た
枠
組
み
を
遵
守

す
る
と

こ
ろ
が
あ

る
よ
う
で
あ

る
。

太

子

の
摂

政
と
し
て
の
施

政
面

の
活
動

に
は
、
冠
位
十

二
階

の
制
定

と
十
七

条
憲

法

の
成

案
と
が
主

要
な
も
の
と
言

わ
れ
て
い
る
。
前
者

は
、
我
国

に
お
け

る
最
初

の
本
格

的
な
冠
位
制

と
の
評
価
を
得

て
い
る
こ
の
時
代

の
大
き
な
事
業

の

一
つ
で
あ

る
が
、
『
日
本
書
紀
』

の
申

に
は
太
子

と
の
関
連

に

つ
い

て

何

も

述

べ
て
は
い
な
い
。
推
古
十

二
年

(
こ
の
元

日
に
冠
位
制
を
施
行
)
四
月

「
皇

は
じ

太
子

、
親

ら
肇

め
て
憲
法
十
七
条
作
り

た
ま

ふ
」
と

い
う

。
近
時

の
研
究
成
果

は
、
十
七
条

の
成
立

と
条
文
を
め
ぐ

っ
て
中
国
文
献

の
下
敷
き
を
明
ら

か
に
し

て
い
る
よ
う
で
あ

る
が
、
問
題

は
当
時

の
国
家
情
勢

が
そ
う

し
た
も

の
を
必
要

と
し
、
そ
れ

に

つ
い
て
の
直
接

の
当
事
者

に
太
子
を
あ

て
た
と
い
う
事
実

に
あ

ろ
う

。
嘗

て
な
か

っ
た
新

七
い
事
態

の
推
進
者

、
服
務
憲
章

と
も
呼
ば
れ

る
べ

き
多
分

に
精
神
的

な
主
調
低
音
を
響

か
せ
る

コ
ン
ダ

ク
タ
ー
に
は
、
お

そ
ら
く

太
子

以
上

に
適
格
者

は
見
出

せ
な

か

っ
た
で
あ

ろ
う

。
こ
の

一
事
を
も

っ
て
し

て
も

、
太
子

に
い
か
な

る
情
況
を
見

よ
う

と
し

て
い
た
か
を
知

る
こ
と

が
出
来

る
と
い
う
も

の
で
あ

る
。

ま

た
太
子
個

人
の
業
績

で
、
『
三
経
義
疏
』

の
著
述
も
大
き
な
も

の

に

な

る

の
だ
が
、
こ
れ

ま
た

『
日
本
書
紀
』

に
は
記

さ
れ

て
い
な

い
。
た
だ
推
古
十

四

年
七
月

に
帝

の
要
請

で

「勝
鬘
経
」
の
講
義
を

三
日
間

、
岡
本
宮

で

「
法
華
経
」

を
講

じ

た

こ

と

だ

け

を
伝
え

て
い
る
に
過
ぎ
な

い
(
「
維
摩
経
」
は
あ
ら
わ
れ

て
来

な
い
)
。
現
左
㌣
す
る
御
物

『
法
華
義
疏
』

の
巻
頭

に

「
此
是
獄
矮
綱
配
囎
証
」

と
あ

る
と

こ
ろ
か
ら

、
論

が
お

こ
な
わ
れ

て
来

て
い
る
よ
う

だ
。
こ
れ
ら

に

つ

い
て
京
都
大
学
の
藤
枝
晃
教
授
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
ー

そ
の
頃

は
日
本

の
仏
教
も
ま
だ
歴
史

が
浅
く
、
経
典
は
と
も

か
く
と
し

て

注
釈
書

な
ど

ま
だ
た
く
さ

ん
伝
わ

っ
て
来

て
な

か

っ
た
こ
と
は
確

か
で
あ

る
。
そ
ん
な
段
階

の
と
き

に
、
中
国

の
多
く

の
注
釈
書
を
引
用
し
、
高
度
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の
仏
教
学
的
内
容
を
も

つ
注
釈
書

が
作
ら
れ

る
こ
と
も
、
ま
た
あ
り
得
る

こ
と

で
は
な

い
と
言
え

る
。
(
中
略
)

そ
う

い
う
あ
り
得
な

い

こ

と

が
行

な
わ
れ
、
当
時

の
中
国

の
学
風

そ
の
ま
ま

の
注
釈
書
が

日
本

で
作
ら
れ
た

と
信

ぜ
ら
れ

て
、
そ
の
注
釈
者

に
擬
せ
ら
れ
た
入
は
超
入
的
天
才
と

の
評

価
を
う
け

る
こ
と

に
な

っ
た
。

飛
鳥
時
代
や
奈
良
時
代
は

、
ま
だ
古
代
神
話
が
尾
を
曳

い
て
い
る
時
代

と
考
え
ら
れ

て
い
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
(
「
神
話

の
尾
」
・
「
図
書
」
昭
和
四

十
六
年
十

二
月
)

思
う

に
、
客
観
的
状
況
か
ら
と

て
も
あ
り
得
な

い
と

い
う

こ
と
が
明
白
で
あ

り
な
が
ら

、
そ
れ
ら
を
既
成

の
も

の
と
み
な
す

に
つ
い
て
は
、

そ
こ
に
か
な
り

意
図
的
な
作
為

が
働

い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
上
記

の

「
此
是
1

」
に
関

し

て

い

え

ば
、
『
法
華
経
義
疏
』
が

「
大
委
国

(
日
本
)

の
聖
徳
太
子
の
著

述

で
あ
り
、
新
羅
や
唐

の
学
者

の
述
作

で
な

い
こ
と
を
強
調
し
て

い
る
」

(
『
聖
徳

太
子
』
田
村
円
澄
氏
)
も

の
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
藤
枝

氏
の
言
わ
れ
る
通
り
信

じ

ら
れ
な

い
こ
と
だ
と
し

て
も
、
「
七
、
八
世
紀

の
法
華
寺
、
お
よ
び
そ

こ

で
行

な
わ
れ
た
学

問
は
、
な
お
海
外

の
仏
教
界
を
意
識
し
、
そ
れ
に
優
位

す
る
こ
と

を
意
図
し

て
い
た
」
(
田
村
氏
)
事
情
を
告
げ

て
い

る
も

の
と
し
て
理
解
す

べ

き

で
あ

る
の
だ
ろ
う
。

圧
倒
的
な
潮
流

で
あ
る
新
思
想

に
触
れ
た
驚

き
か
ら
、
や
が

て
受
入
れ
態
勢

を
整
え

て

一
時
も
速
や
か

に
自
前

の
ス
タ
イ

ル
を
内
外
に
顕
示
す
る

こ
と
が
、

国
威
伸
張

の
た
め

に
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
急
務

で
あ

っ
た
。
当
然
そ
れ

は
国
家
的
事
業

で
あ

る
は
ず

の
も

の
を
、

一
個
人

に
集
中
的
に
統
合

さ
せ

て
そ

の
英
雄
像
を
き
わ
や
か
に
打
ち
出
す

こ
と
に
よ
り
、
効
果
を
ね
ら

っ
た
の
だ
、

と

い

っ
て
よ
い
。

そ
う
し
た
傾
向
は
古
代
的
な
思
考

の
産
物
と
し

て
、
け

っ
し

て
特
殊
な

ケ
ー
ス
で
は
な

い
。
だ
が
、
前
に
ヤ

マ
ト
タ
ケ

ル
で
み
た
よ
う
に
、

歴
史
的
状
況

の
変
様

が

一
時
代

の
代
表
的
存
在

と
し
て
の
個
人

の
英
雄
像
を
次

第

に
薄

い
も

の
に
し
、
機
構
的
な
組
織
体

へ
と

そ
の
体
質
を
改
め
さ

せ
て
行

っ

た
の
で
あ

る
。

推
古

二
十

八
年

、
太
子
は
大
臣
馬
子

と
共

に
議

っ
て

『
天
皇
記
及
び
国
記

、

臣
連
伴
造
国
造
百

八
十
部
井

て
臨公
民
等

の
本
記
』
を
記
録
し

た
と

い
う

。
今

日

そ
の
内
容

は
知

る
べ
く
も
な

い
が
、
総
合
的
な
修
史
事
業

に
近

い
も

の
と
思
わ

れ

、
こ
れ
と
し

て
画
期
的
な
仕
事

で
あ

っ
た
ろ
う
。

こ
の
こ
と
も
馬
子
と

の
連

名

で
あ

る
意
味
を
素
通
り

し
て
は
な

る
ま

い
。

一
方

に
お

い
て
、
推
古

二
十

二
年
十

二
月
条

に
記
す
片
岡
遊
行

に
ま

つ
わ

る

説
話

は
、
太
子

の
非
凡
な
人
と
な
り
を
伝
え

よ
う
と
す

る
も

の
で
、

そ
こ
に
政

治
的
な
側
面
は
ま

っ
た
く
み
ら
れ
な

い
。
1

片
岡

に
出
か
け
た
折
り
道
傍

に

臥

し
て
い
た
飢
え

た
る
者

に
、
太
子
は
自
ら
衣
食
を
与
え

る
。
翌

日
そ
の
死
を

ひ
じ
り

知

っ
て
葬
ら

せ
る
が
、
「
あ

の
者
は
凡
人

で

は

な

い
、
真
人
に
違

い
な

い
」
と

太
子
は
数

日
を
経

て
使

の
者
を
や

る
と
、
果
し

て
墓
か
ら
屍
体
が
な
く
な

っ
て

い
た
。
そ
し

て
空

の
墓
中

に
畳
み
置
か
れ

て
い
た
衣
服
を
取
り
よ
せ
、
太
子
は

あ
や
し

常

ふ
だ
ん

の
よ
う

に
身

に

つ
け
ら
れ
た
ー

「
時

の
入
、
大

い
に
異
び

て
日
は

ま
こ
と

い
よ
い
よ
か
し
こ
ま

く
、
『
聖

の
聖
を
知

る
こ
と
、
其
れ
実
な

る
か
な
』
と

い
ひ

て
逾

惶

る
」
ー

と

い
う
。

梅
原
猛
氏
は

「
そ
の
意
味

の
中
心
は
、
太
子
が
飢
え
た
る
者
に
自
己

の
衣
服

を
与
え
、

そ
し

て
飢
え

た
る
者
が
、
死
i
復
活
し
、
そ

の
復
活
し
た
死
者

の
衣

服
を

、
太
子
が
再
び
着

る
と

い
う
と

こ
ろ

に
あ
る
」

そ
の
こ
と
に
よ

っ
て

「
太

子
自
ら
が
、
死
-
復
活
者

に
な
る
」
(
「
死

の
聖
化
」
・
「
す
ば
る
」
六
号
)

と
述

べ
る
。
そ
こ
に
あ

る
太
子

の
姿
は
、
政
治

の
場
を
離
れ
た

一
個
人
と
し

て
の
衷

の
で
あ

っ
て
、

そ
う
し

た
太
子

に

「
聖
」
な
る
も

の
を
見

て
い
た
と

い
え
る

坏

あ
ろ
う
。
説
話

で
は

こ
の
飢
え
た

る
者

に
衣
食
を
与
え
た
時

の
太
子

の
歌
を
癌

一一2^



え

て

い

る

。

こ
や

た

ひ
と

し
な

て
る

片

岡
山
に

飯

に
飢
て

臥

せ
る

そ
の
旅

人
あ

は
れ

親

な
れ
な

無
し
に

汝
生
り
け
め
や

ざ
す
竹
の

君
は
や
無
き

飯
に
飢
て

臥

せ
る

そ
の
旅
人
あ
は
れ

い
で
ま

み
ま
か

『
万
葉
集

』
巻

三
に
は

「竹
原
井

に
出
遊

し
し
時

、
龍

田
山

の
死
れ

る
人
を

か
な
し

見
て
悲
傷

び
て
作

れ
る
御
歌
」

と
し
て
、

た

ひ
と

家

に
あ
ら
ば
妹

が
手

ま
か
む
草
枕
旅

に
臥

せ
る
旅

人
あ

は
れ

(
四
董
)

と
あ

る
。
伝

え
ら
れ
る
作
歌
事
情

の
違

い
を
越

え
て
、
底

に
流
れ

る
人
間
的
な

情
感

は
同
質

と

い
っ
て
よ
く
、
詩
句

に
も

こ
ぐ
近

い
も

の
が
認

め
ら
れ

、
両
歌

の
通
い
あ
う
こ
と
は
問

題
あ

る
ま
い
。
太

子
の
流

し
た
涙

の
あ

た
た
か
さ
は
、

摂
政

で
あ
る

こ
と
も
、
「
聖
」

で
あ

る
こ
と
も
、
必
要

で
は
な

い
の
だ

と

い

っ

て

い
る
よ
う
で
も
あ
る
。

よ
な
か

推

古
二
十

九
年

二
月
五
日
め
半
夜

に
、
太
子
は
斑
鳩

宮
で
薨
去

、
諸
王

・
諸

臣

・
天
下

の
百
姓

等
、
悉
く
の
者

の
歎

き
哀

し
む
声
が
行
路

に
あ

ふ
れ

た
…
…

ひ
か
り

た
の

「
日
月
輝
を
失
ひ
て
、
天
地

既
に
崩

れ
ぬ
。
今

よ
り

以
後
、
誰
を

か
恃

ま
む
」

と

い
う
諸
入
の
言
葉

を
記
し
て

い
る
が
、
か
く

ま
で
の
動
揺

、
慟
哭
を
伝

え
な

が
ら
、
何
故

に
推

古

の
登
場

が
な

い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
は
、
あ

た
か

も

『
古
事
記
』
に
お
け
る
ヤ

マ
ト
タ
ケ

ル
の
場
合

を
思

い
お
こ
さ
せ
る
。
詠
嘆

ヘ

へ

の
言
葉

が
ど

の
よ
う
に
大

形
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
の
死
は
結

局
の
と
こ
ろ
個

人

ヘ

へ

の
死
な

の
で
は
な
か

っ
た
か
。
『
日
本
書
紀

』
の
ヤ

マ
ト

タ
ケ

ル
は
、
天
皇

の

意
向
に
忠
実

で
あ
り
、
そ

の
死
に
際

し

て
は
悲
し
み
に
動
顛

す
る
天
皇

の
み
を

直

叙
す
る
。
ず
で
に
太
子
に
は
、
ヤ

マ
ト
タ
ケ

ル
に
託
し
た
国
家

的
な
実
状

と

い
う
も

の
が
期
待

さ
れ
て
は

い
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
太

子

は
太
子
個
人

の
範
囲
で
き
わ
だ
た
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
太
子

の
死
を
聞

い
た

-
太
子

の
仏
教
上

の
老
師

で
あ

っ
た
高
麗

の
僧
慧

慈
は
、
痛
哭

の
あ

ま
り

「其

れ

し
る
し

み
ま
か

濁
り
生
く
と
も
、
何

の
益

か
あ
ら
む
。
我
来
年

の
二
月

の
五
日
を
以

て
必
ず
死

ら
む
…
…
」

と
誓

い
、
そ
の
如

く
死

ん
だ
。
時

の
人
た
ち
は

「基
れ
独
り
上
宮

太
子

の
聖
に
ま
し
ま
す

の
み
に
非
ず

。
慧
慈

も
聖

な
り

け
り
」

と
言

っ
た
宀
と

い
う
。
老
師

と
は

い
え
異
国
人
で
あ

る
慧
慈

の
死

に
至

る
経
緯

は
、
ど
う

理
解

す

べ
き
な

の
か
。
そ

こ
に

「慧

慈
も

聖
」

で
あ
る
と
認

め
る
心
情

は
、
お
よ
そ

両

者

の
間
だ
け

の
関

わ
り
で
結
論

し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
出

て
来

よ

う

。
『
日

本
書
紀

』

の
太
子
に

つ
い
て

の
記
述

は
こ
れ
ま
で
で
あ

る
。

為

政
者

と
し
で
政
治

の
現
場

に
あ

っ
た
太

子
と
、
太
子

の
も

っ
と
も
個

人
的

な
資
質

に
超
入
的
な
能
力
を
体

得
さ
せ
て

い
た

「
聖
」

と
し
て
の
存
在

と
、
伝

承
的
な
英
雄

像
は
も
は
や
後
者

の
よ
う
な
形

で
し
か
定
着

し
得

な
い
時
代

で
あ

っ
た

の
だ
。
そ
れ
は
ま
た
、
事

実
と
虚
構

と
の
は
ざ
ま
に
立
ち
す
く

む
古
代
英

雄

の
残
像

で
も
あ

っ
た
。
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