
1 『聖徳太子の真実』が明かすこと 

十
三 

『
聖
徳
太
子
の
真
実
』
が
明
か
す
こ
と 

歴
史
好
き
が
嵩
じ
て
、
先
頃
、
「
中
国
史
書
の
記
す
六
〇
〇
年
代
の
倭
国
」
と
い
う
小
論
を
試
み

た
。
日
本
の
古
代
史
研
究
に
「
九
州
に
王
朝
が
あ
っ
た
」
と
す
る
説
が
あ
る
。
歴
史
学
会
か
ら
無
視

さ
れ
て
い
る
が
、
検
討
に
値
す
る
仮
説
で
あ
る
よ
う
に
思
い
、
そ
の
可
否
を
自
分
な
り
に
考
察
し
て

ノ
ー
ト
に
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
『
隋
書
』
と
『
旧
唐
書
』
だ
け
に
依
拠
し
て
、
論
理
的
に

ど
ん
な
結
論
が
得
ら
れ
る
か
を
論
じ
た
。
取
柄
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
方
法
上
従
来
の
「
九
州
王
朝
説
」

と
異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
り
、
独
立
な
議
論
に
し
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。 

か
ま
び
す
し
い
議
論
に
加
わ
る
と
い
う
無
謀
を
犯
し
た
こ
と
に
こ
り
ず
、
今
回
は
、
大
山
誠
一
と

い
う
人
の
編
ん
だ
『
聖
徳
太
子
の
真
実
』
と
い
う
書
物
を
知
っ
て
、
ま
た
あ
つ
も
の
を
口
に
し
よ
う

と
し
て
い
る
。 

 

第
一
節 

問
題
の
所
在 

問
題
は
次
の
一
点
に
あ
る
。
『
隋
書
』
が
、
六
〇
八
年
隋
の
使
節
が
「
俀
国(

＝
倭
国)

」
に
行
き

男
性
の
王
に
会
見
し
て
使
命
を
果
た
し
た
と
記
す
の
に
、
『
日
本
書
紀
』
は
、
そ
の
時
の
大
和
の
王
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は
女
性
の
「
推
古
」
だ
と
し
、
二
つ
の
歴
史
書
が
矛
盾
す
る
点
で
あ
る
。
『
隋
書
』
に
は
俀
王
の
妃

や
後
宮
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
て
、
男
性
王
を
疑
う
理
由
は
存
在
し
な
い
。
『
隋
書
』
は
、
王
朝
が

文
書
の
記
録
に
励
む
中
国
で
、
六
〇
八
年
の
十
年
後
に
隋
か
ら
禅
譲
を
受
け
た
唐
王
朝
で
、
残
さ
れ

た
記
録
を
尊
重
す
る
中
国
式
歴
史
書
の
伝
統
に
従
っ
て
二
十
年
の
う
ち
に
編
纂
さ
れ
た
。
隋
・
唐
王

朝
が
会
見
し
た
王
の
性
を
書
き
変
え
る
理
由
は
な
い
か
ら
、
そ
の
信
憑
性
を
疑
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

だ
か
ら
、
問
題
は
、
『
日
本
書
紀
』
の
記
述
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
か
と
い
う
こ
と
に
な

る
。(

『
旧
唐
書
』
と
前
史
が
「
倭
」
と
書
く
の
に
対
し
、
そ
の
あ
い
だ
の
『
隋
書
』
は
「
俀
」
と
書
く
。
以
下

の
文
で
は
、
適
宜
、
『
隋
書
』
に
密
着
し
て
い
る
場
合
は
俀
を
、
そ
う
で
な
い
場
合
は
倭
の
字
を
使
う) 

 

こ
れ
ま
で
の
日
本
古
代
史
の
研
究
は
、
こ
の
問
題
を
あ
い
ま
い
に
し
て
過
ご
し
て
き
た
。
し
か
も
、

教
科
書
で
、
推
古
の
甥
で
政
権
中
枢
に
い
た
「
聖
徳
太
子
」
が
遣
隋
使
を
派
遣
し
た
と
解
釈
す
る
よ

う
な
こ
と
を
し
て
い
た
。
し
か
し
、
先
の
試
論
で
も
論
じ
た
よ
う
に
、
「
聖
徳
太
子
」
が
倭
王
と
し

て
会
見
に
臨
ん
だ
と
す
る
解
釈
に
理
は
無
い
。 

 

『
聖
徳
太
子
の
真
実
』
と
い
う
書
物
は
、
「
聖
徳
太
子
」
と
い
う
人
物
の
実
体
を
明
ら
か
に
し
よ

う
と
す
る
研
究
会
の
成
果
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
。
『
日
本
書
紀
』
に
登
場
す
る
「
う
ま
や
ど
王
」

が
「
聖
徳
太
子
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
後
世
の
こ
と
で
、
非
現
実
的
な
ほ
ど
誇
張
さ
れ
た
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そ
の
事
績
に
、
近
代
に
入
っ
た
明
治
以
来
疑
問
が
も
た
れ
て
い
た
。
そ
う
い
う
研
究
を
進
め
、
後
世

に
成
立
し
て
伝
承
を
彩
っ
た
史
料
を
排
除
し
て
い
く
と
、
「
聖
徳
太
子
」
の
存
在
を
支
え
る
事
績
は

ほ
と
ん
ど
な
く
な
る
、
と
い
う
の
が
こ
の
論
文
集
の
結
論
で
あ
る
。
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
と
し
て

再
刊
行
さ
れ
た
こ
と
は
、
こ
の
説
が
無
視
で
き
な
い
ほ
ど
の
地
歩
を
固
め
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
だ

ろ
う
。 

し
か
し
『
聖
徳
太
子
の
真
実
』
と
い
う
書
物
は
、
『
日
本
書
紀
』
以
外
の
史
料
に
「
聖
徳
太
子
」

存
在
の
信
憑
性
が
な
い
と
論
じ
て
い
る
が
、
『
書
紀
』
自
体
で
内
在
的
に
「
う
ま
や
ど
王
」
の
存
否

を
論
じ
る
こ
と
を
し
な
い
。
他
の
史
料
に
よ
っ
て
そ
の
存
在
が
否
定
さ
れ
る
の
で
、
『
書
紀
』
に
記

述
さ
れ
た
「
聖
徳
」
は
、
『
書
紀
』
編
纂
当
時
の
文
武
天
皇
の
正
統
性
を
打
ち
出
す
た
め
に
仮
構
さ

れ
た
も
の
だ
と
判
定
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
立
論
は
確
定
的
な
も
の
だ
と
は
言
え
な
い
。
わ
た
し
は
、

後
続
の
研
究
者
に
予
断
を
与
え
な
い
と
い
う
学
問
的
な
観
点
か
ら
も
、
『
日
本
書
紀
』
に
名
を
留
め

る
「
う
ま
や
ど
王
」
を
抹
消
す
る
こ
と
は
留
保
す
べ
き
だ
と
考
え
る
。 

 

さ
て
、
キ
イ
・
パ
ー
ス
ン
「
聖
徳
太
子
」
の
否
定
に
た
ど
り
着
い
た
大
山
誠
一
氏
は
、
隋
使
と
倭

王
の
会
見
に
関
し
て
『
日
本
書
紀
』
が
『
隋
書
』
に
矛
盾
す
る
と
い
う
問
題
に
、
こ
れ
ま
で
の
史
家

に
な
か
っ
た
誠
実
な
姿
勢
で
向
き
合
う
。
『
隋
書
』
が
男
性
王
と
す
る
記
述
を
誤
り
と
す
る
こ
と
は
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で
き
な
い
か
ら
、
『
日
本
書
紀
』
を
つ
じ
つ
ま
が
合
う
よ
う
に
解
釈
し
よ
う
と
す
る
。
「
聖
徳
太
子
」

の
存
在
を
否
定
す
る
人
は
、
女
性
で
あ
る
推
古
が
王
位
に
就
い
た
と
す
る
こ
と
に
疑
問
を
も
ち
、「
聖

徳
太
子
」
を
創
作
す
る
た
め
に
引
き
立
て
役
と
し
て
仮
構
さ
れ
た
と
推
測
す
る
。
さ
ら
に
、
推
古
の

兄
弟
の
用
明
も
崇
峻
も
王
で
は
な
か
っ
た
、
と
推
測
を
進
め
る
。
そ
し
て
、
疑
問
文
な
が
ら
、
こ
の

時
代
の
最
高
実
力
者
で
あ
っ
た
蘇
我
馬
子
こ
そ
王
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
言
う
。
蘇
我
馬
子
を

隋
使
の
会
っ
た
倭
王
に
比
定
し
よ
う
と
意
図
し
て
い
る
の
だ
。
ま
だ
観
測
気
球
の
段
階
だ
が
、
そ
れ

だ
け
の
こ
と
を
提
言
す
る
か
ら
に
は
、
二
十
ペ
ー
ジ
以
上
の
考
察
を
述
べ
て
い
る
。
そ
の
仮
説
は
妥

当
性
を
も
つ
だ
ろ
う
か
。 

 

第
二
節 

大
山
説
の
検
討 

「
聖
徳
太
子
」
を
否
定
し
『
隋
書
』
に
よ
っ
て
推
古
王
を
否
定
す
る
大
山
説
は
、
六
〇
〇
年
前
後

の
『
日
本
書
紀
』
の
記
述
が
、
文
武
天
皇
の
正
統
性
を
強
調
す
る
た
め
に
潤
色
さ
れ
た
と
す
る
見
解

に
基
づ
く
。
『
日
本
書
紀
』
と
『
古
事
記
』
を
歴
史
書
と
見
な
す
こ
と
を
疑
問
と
す
る
立
場
に
近
い
。

し
か
し
、
日
本
古
代
史
の
研
究
者
に
は
こ
の
二
書
以
外
に
文
献
史
料
は
無
い
に
等
し
い
か
ら
、
『
書

紀
』
の
記
述
文
か
ら
真
実
と
思
わ
れ
る
歴
史
を
構
成
し
よ
う
と
す
る
。 
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論
述
は
、
用
明
と
崇
峻
を
王
で
な
か
っ
た
と
す
る
論
拠
と
し
て
、
『
書
紀
』
の
記
述
に
お
い
て
「
聖

徳
太
子
」
と
同
じ
よ
う
に
存
在
感
が
う
す
い
こ
と
か
ら
始
め
る
。
次
の
焦
点
を
、
王
位
に
就
い
た
と

さ
れ
る
用
明
と
兄
の
敏
達
や
妹
の
推
古
が
、
中
心
地
の
明
日
香
か
ら
遠
い
山
の
か
な
た
の
河
内
国
に

埋
葬
さ
れ
た
点
に
当
て
る
。
こ
れ
に
対
し
、
父
王
欽
明
は
大
和
に
埋
葬
さ
れ
た
が
、
理
由
を
、
蘇
我

馬
子
の
姉
で
あ
る
王
妃
を
合
葬
し
、
そ
の
陵
墓
を
蘇
我
馬
子
の
父
稲
目
の
も
っ
と
大
き
な
墳
墓
の
近

く
に
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
曽
我
氏
の
権
威
を
高
め
る
こ
と
だ
っ
た
と
す
る
。
そ
の
稲
目
の
墳
墓
こ

そ
、
曽
我
氏
の
建
て
た
飛
鳥
寺
と
と
も
に
、
明
日
香
の
都
を
代
表
す
る
建
造
物
だ
っ
た
と
し
て
、
本

当
は
蘇
我
馬
子
が
王
だ
っ
た
と
推
測
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
自
説
を
補
強
す
る
た
め
に
、
王
家

と
曽
我
氏
の
系
図
を
示
し
、
父
系
に
と
ら
わ
れ
ず
男
女
両
系
に
よ
る
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
な
系
譜
意
識
を

想
定
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
以
上
の
議
論
を
追
い
な
が
ら
成
否
を
検
討
し
て

み
よ
う
。 

 

最
初
に
、
批
判
さ
れ
た
『
日
本
書
紀
』
の
王
統
系
譜
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
予
習
し
て
お
こ
う
。

継
体
王
は
、
応
神
か
ら
五
世
の
子
孫
で
、
北
陸
か
ら
畿
内
に
入
り
王
位
に
就
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。

ち
ょ
う
ど
後
漢
の
光
武
帝
の
よ
う
だ
。
近
代
的
な
歴
史
観
か
ら
す
れ
ば
、
こ
こ
に
動
乱
が
あ
っ
た
と

推
定
す
べ
き
で
あ
る
。
英
国
流
に
新
王
朝
と
呼
ん
で
よ
い
。
実
際
に
、
大
和
に
入
る
の
に
二
十
年
も
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か
か
っ
て
い
る
。
継
体
の
年
長
の
子
で
あ
る
安
閑
と
宣
化
が
王
位
を
継
い
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
と
こ

ろ
が
『
書
紀
』
は
、
継
体
の
死
亡
年
を
推
定
す
る
の
に
、
王
と
太
子
・
王
子
が
共
に
死
ん
だ
と
い
う

『
百
済
本
記
』
の
記
事
を
引
く
。
ぶ
っ
そ
う
な
話
を
引
用
し
た
も
の
だ
が
、
不
穏
な
情
勢
に
あ
っ
た

の
だ
ろ
う(

注)

。
安
閑
・
宣
化
の
母
は
尾
張
の
出
身
な
の
に
対
し
て
、
そ
の
次
に
王
位
に
就
い
た
弟
の

欽
明
は
、
母
が
前
王
朝
最
後
の
王
武
烈
の
姉
で
そ
の
父
王
仁
賢
の
娘
で
あ
る
。
前
王
朝
の
血
も
引
い

て
強
い
正
統
性
の
保
持
者
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
フ
ラ
ン
ス
生
ま
れ
で
英
国
王
を
継
承
し
た
プ
ラ
ン

タ
ジ
ネ
ッ
ト
朝
の
ヘ
ン
リ
ー
二
世
よ
り
も
強
い
立
場
だ
。
つ
ま
り
、
こ
の
王
位
継
承
は
、
世
界
史
に

共
通
す
る
規
則
に
則
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
次
の
代
に
王
位
継
承
権
者
が
殺
さ
れ
た
り
す
る
不
穏
さ

は
、
ま
だ
新
王
朝
成
立
期
で
、
有
力
氏
族
間
の
対
立
の
余
韻
が
残
っ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。
そ
の

た
だ
中
に
、
兄
妹
で
あ
る
用
明
・
推
古
と
そ
の
異
母
兄
弟
た
ち
は
い
た
。 

 

論
点
の
一
つ
で
あ
る
陵
墓
が
ど
こ
に
あ
っ
た
か
と
い
う
問
題
は
、
即
位
前
の
王
子
の
生
活
を
支
え

る
経
済
的
基
盤
や
社
会
的
な
慣
習
に
関
係
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
試
み
に
前
王
朝
の
仁
賢
・
武
烈
の
陵

墓
を
見
て
み
よ
う
。
宮
殿
は
共
に
大
和
に
あ
っ
た
が
、
仁
賢
の
陵
墓
は
河
内
に
、
子
の
武
烈
の
陵
墓

は
大
和
に
あ
っ
た
。
大
和
王
権
は
応
神
以
来
現
在
の
大
阪
府
と
奈
良
県
を
中
心
領
域
と
し
た
の
だ
か

ら
、
仁
賢
の
私
領
も
し
く
は
家
臣
団
が
河
内
に
あ
っ
て
、
陵
墓
の
祭
祀
を
担
当
し
た
と
考
え
る
こ
と
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が
で
き
る
。
継
体
が
大
和
に
入
る
前
の
王
宮
と
、
死
後
の
陵
墓
は
淀
川
以
北
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

継
体
の
直
轄
地
と
家
臣
団
が
い
た
の
は
、
前
王
朝
の
中
心
領
域
の
は
ず
れ
と
認
定
で
き
る
。
継
体
の

子
の
安
閑
・
宣
化
・
欽
明
は
、
大
和
に
王
宮
を
置
い
た
が
、
安
閑
の
陵
墓
は
河
内
に
あ
り
、
弟
の
宣

化
と
欽
明
に
な
っ
て
陵
墓
が
大
和
に
築
か
れ
る
。
こ
の
推
移
は
、
外
部
か
ら
の
侵
入
者
と
言
え
る
継

体
の
あ
と
、
安
閑
を
経
て
、
宣
化
、
さ
ら
に
欽
明
へ
と
継
承
さ
れ
て
、
新
王
朝
が
大
和
に
根
づ
い
た

こ
と
を
証
言
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
宣
化
は
「
皇
后
」
と
合
葬
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
欽
明

が
「
妃
」
と
合
葬
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
例
に
倣
っ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
陵
墓
に
関
し

て
欽
明
が
特
別
だ
と
考
え
る
強
い
理
由
は
存
在
し
な
い
。
た
だ
、
初
め
て
「
皇
后
」
と
合
葬
さ
れ
た

宣
化
の
例
は
、
皇
后
が
前
王
朝
の
仁
賢
の
娘
だ
っ
た
か
ら
、
新
王
朝
の
正
統
性
を
表
示
す
る
た
め
の

特
別
の
計
ら
い
だ
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
。
欽
明
の
場
合
、
曾
我
氏
の
娘
で
あ
る
妃
が
合
葬
さ
れ
た
こ

と
は
、
曾
我
氏
の
実
力
を
物
語
る
こ
と
に
は
な
る
。
欽
明
の
次
は
子
で
あ
る
敏
達
・
用
明
・
崇
峻
と

推
古(

長
兄
敏
達
の
皇
后)

が
継
承
し
た
の
だ
が
、
三
十
年
あ
ま
り
統
治
し
た
欽
明
の
時
代
に
敏
達
・

用
明
な
ど
宮
家
の
所
領
が
河
内
に
あ
っ
て
、
死
後
の
祭
祀
が
そ
こ
に
付
託
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が

可
能
で
あ
る
。
敏
達
・
用
明
・
推
古
が
最
終
的
に
河
内
に
葬
ら
れ
た
の
は
蘇
我
氏
の
意
図
と
す
る
根

拠
は
乏
し
い
。
ち
な
み
に
、
蘇
我
氏
に
殺
さ
れ
た
崇
峻
の
陵
墓
は
大
和
に
あ
る
と
い
う
。 

大
山
説
は
、
敏
達
が
亡
く
な
っ
た
あ
と
の
葬
送
の
儀
礼
「
も
が
り
」
が
六
年
続
く
あ
い
だ
に
、
用
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明
と
崇
峻
が
即
位
し
た
と
す
る
の
は
お
か
し
い
と
す
る
。
た
し
か
に
、
敏
達
は
欽
明
と
宣
化
の
娘
と

の
あ
い
だ
に
生
ま
れ
、
祖
母
は
仁
賢
の
娘
で
も
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
即
位
を
疑
う
の
は

難
し
い
。
そ
の
時
期
、
曾
我
氏
の
勢
力
は
強
固
で
な
か
っ
た
と
見
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。
そ
れ
な
の

に
、
敏
達
死
後
曾
我
氏
に
力
の
根
拠
を
与
え
て
く
れ
る
は
ず
の
、
外
孫
の
用
明
と
崇
峻
が
即
位
し
な

か
っ
た
と
す
る
の
は
、
有
力
氏
族
で
共
立
す
る
大
和
王
権
と
い
う
基
本
的
な
観
点
を
無
視
す
る
も
の

だ
。
『
書
紀
』
は
、
王
位
に
就
い
た
用
明
が
三
年
の
う
ち
に
死
ぬ
と
、
崇
峻
が
即
位
し
た
と
書
く
。

崇
峻
を
擁
立
す
る
蘇
我
氏
と
物
部
氏
と
の
戦
争
に
な
っ
て
、
物
部
氏
が
敗
れ
た
と
す
る
『
書
紀
』
の

記
述
は
、
曾
我
氏
が
最
高
実
力
者
に
な
っ
た
争
い
と
し
て
真
実
味
が
あ
る
。
せ
っ
か
く
擁
立
し
た
崇

峻
を
蘇
我
氏
が
殺
さ
せ
た
と
す
る
話
は
、
曾
我
氏
を
非
難
す
る
材
料
で
あ
る
が
、
外
祖
父
北
条
時
政

が
将
軍
源
頼
家
を
殺
さ
せ
た
事
件
の
よ
う
に
、
外
戚
と
し
て
の
勢
力
維
持
の
た
め
だ
っ
た
と
解
釈
す

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
崇
峻
の
あ
と
に
外
孫
の
推
古
を
過
去
に
前
例
の
な
い
女
王
と
し
て
立
て
た

窮
余
の
策
も
、
同
様
に
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

系
図
を
否
定
し
な
い
で
、
こ
れ
ら
の
王
位
継
承
を
架
空
と
す
る
の
は
た
い
へ
ん
成
立
し
に
く
い
。

特
筆
す
べ
き
こ
と
は
、
大
山
氏
が
、
『
書
紀
』
を
創
作
・
変
更
に
満
ち
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
書
と
し

な
が
ら
、
王
家
と
曽
我
氏
の
系
図
の
書
き
変
え
ま
で
は
し
な
い
点
で
あ
る
。
中
国
南
朝
の
史
書
に
登



9 『聖徳太子の真実』が明かすこと 

場
す
る
倭
の
五
王
の
系
譜
を
改
変
し
て
、
『
書
紀
』
に
合
わ
せ
よ
う
と
し
た
論
者
と
は
違
う
。
代
わ

り
に
提
案
さ
れ
る
の
は
、
男
女
両
系
に
よ
る
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
な
系
譜
意
識
が
王
位
の
遷
移
を
許
す
と

い
う
暗
示
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
は
、
世
界
史
に
共
通
す
る
古
代
の
氏
族
概
念
に
対
立
し
て
い
る
。
ど

こ
で
も
有
力
者
は
血
統
を
主
張
し
た
の
で
あ
っ
て
、
血
筋
の
つ
な
が
ら
な
い
者
が
王
や
氏
の
長
者
に

な
る
の
は
異
例
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
特
異
な
事
態
の
痕
跡
は
『
書
紀
』
に
見
つ
か
ら
な
い
。
用
明
・

崇
峻
・
推
古
が
王
位
を
継
承
せ
ず
、
曾
我
馬
子
が
王
位
に
就
い
た
と
想
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
。 

こ
こ
ま
で
の
議
論
は
、
六
〇
〇
年
前
後
の
大
和
の
王
と
し
て
、
大
山
説
の
推
す
曾
我
馬
子
よ
り
も

『
書
紀
』
の
王
統
譜
に
現
わ
れ
る
王
た
ち
に
軍
配
を
上
げ
る
。
そ
れ
を
退
け
る
最
後
の
砦
は
、
「
聖

徳
太
子
」
を
実
在
し
た
か
の
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
『
日
本
書
紀
』
の
記
述
が
創
作
さ
れ
た
と
す
る

主
張
に
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
す
る
と
、
『
書
紀
』
に
依
拠
し
て
問
題
を
学
問
的
に
議
論
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
大
山
説
は
、
『
隋
書
』
に
対
抗
し
て
『
日
本
書
紀
』
を
救
う
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

大
山
氏
が
曾
我
馬
子
を
王
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
提
案
す
る
の
は
、
隋
使
と
会
見
し
た
男
性
の

倭
王
を
『
日
本
書
紀
』
の
王
統
譜
に
見
出
す
こ
と
が
困
難
だ
と
判
断
し
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。
そ
の

判
断
は
、
次
に
論
じ
る
よ
う
に
妥
当
だ
ろ
う
。 

倭
王
が
隋
使
と
会
見
し
た
時
代
は
、
ゆ
る
や
か
で
あ
れ
文
明
の
進
ん
だ
六
〇
〇
年
代
初
頭
で
あ
る
。
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残
存
す
る
記
録
の
量
が
増
え
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
、
『
日
本
書
紀
』
編
纂
時

の
七
〇
〇
年
前
後
の
人
々
の
中
に
、
六
〇
〇
年
代
初
期
の
出
来
事
を
見
聞
し
た
人
か
ら
直
接
聞
い
た

人
が
い
た
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
『
書
紀
』
に
創
作
・
変
更
・
脚
色
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
採
録
さ
れ

た
年
譜
に
は
信
憑
性
の
高
い
も
の
が
多
く
あ
る
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
六
〇
八
年
は
推
古
十
六
年
で

長
い
在
位
の
中
間
期
だ
か
ら
、
そ
の
時
代
の
王
を
推
古
以
外
に
比
定
す
る
に
は
、
年
譜
を
全
面
的
に

組
み
替
え
・
大
き
く
移
動
し
て
解
釈
す
る
し
か
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
歴
史
学
の
方
法
か
ら
の

逸
脱
が
大
き
す
ぎ
る
だ
ろ
う
。
王
統
譜
と
そ
の
年
譜
を
仮
構
さ
れ
た
も
の
と
す
る
逃
げ
道
は
、
問
題

を
学
問
的
に
議
論
す
る
こ
と
を
放
棄
す
る
道
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
隋
使
と
会
見
し
た
男
性
の

倭
王
を
『
書
紀
』
の
王
統
譜
の
中
に
探
す
こ
と
は
、
必
要
な
信
頼
性
を
も
つ
方
法
で
は
不
可
能
な
の

で
あ
る
。
こ
の
結
論
は
、
個
々
の
記
事
の
信
憑
性
に
は
影
響
さ
れ
な
い
重
い
も
の
だ
。 

 

第
三
節 

帰
結 

以
上
の
検
討
は
、
「
隋
使
が
会
見
し
た
男
性
の
俀
王
を
、
大
和
の
王
権
内
に
見
つ
け
る
こ
と
は
極

め
て
困
難
だ
」
と
い
う
結
論
に
導
く
。
し
た
が
っ
て
、
研
究
上
、
「
隋
使
と
会
見
し
た
王
を
、
必
ず

し
も
大
和
の
王
権
内
に
求
め
る
必
要
は
な
い
」
と
考
え
て
よ
い
。
俀
王
の
い
る
都
を
初
め
か
ら
限
定
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し
て
『
隋
書
』
を
読
む
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
先
入
観
を
も
た
ず
『
隋
書
』
の
行
路

記
事
を
厳
密
に
解
釈
し
て
み
れ
ば
、
先
の
試
論
「
中
国
史
書
の
記
す
六
〇
〇
年
代
の
倭
国
」
で
論
じ

た
よ
う
に
、
「
俀
」
の
中
心
国
が
九
州
島
に
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
え
な
い
。 

 

こ
う
し
て
、
試
論
「
中
国
史
書
の
記
す
六
〇
〇
年
代
の
倭
国
」
で
得
た
次
の
二
つ
の
結
論
の
う
ち
、

第
一
の
結
論
が
い
っ
そ
う
強
固
な
も
の
に
な
っ
た
。 

第
一
に
、
『
隋
書
』
は
、
使
節
を
送
っ
た
俀
国
の
王
が
九
州
に
い
た
と
し
、
そ
れ
よ
り
東
は
俀
国

に
附
庸
す
る
と
し
て
い
る
。 

第
二
に
、
『
旧
唐
書
』
は
、
使
節
を
送
っ
た
倭
国
＝
俀
国
を
、
八
世
紀
の(

東
北
が
大
山
で
限
ら
れ

る)

日
本
国
と
区
別
し
、
四
面
に
小
島
と
記
述
し
て
九
州
島
に
同
定
す
る
。 

二
つ
の
命
題
は
、
『
隋
書
』
と
『
旧
唐
書
』
の
語
句
と
文
章
を
す
な
お
に
受
け
と
め
た
も
の
に
す
ぎ

な
い
。
こ
れ
を
真
と
す
れ
ば
、
隋
・
唐
王
朝
が
使
節
を
送
っ
た
倭
国
は
九
州
に
あ
り
、
そ
の
王
は
そ

こ
よ
り
も
東
の
地
域
を
服
属
さ
せ
る
日
本
列
島(
西
部)

の
代
表
者
だ
と
い
う
、
六
〇
〇
年
代
の
政
治

体
制
が
浮
か
び
上
が
る
。 

  

し
か
し
、
『
日
本
書
紀
』
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
色
の
濃
い
史
料
だ
と
し
て
も
、
六
〇
〇
年
代
に
大
和
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を
中
心
に
広
い
地
域
を
支
配
下
に
置
く
王
権
が
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
だ
っ
た
ろ
う
。
五
〇
〇
年
代
初

期
に
継
体
が
外
部
か
ら
入
っ
て
そ
の
王
権
を
掌
握
し
た
と
き
、
筑
紫
側
と
戦
っ
て
大
和
側
が
勝
っ
た

と
い
う
記
述
は
、
全
体
的
な
政
治
体
制
が
動
揺
し
て
戦
争
に
な
っ
た
と
い
う
世
界
史
の
通
則
に
か
な

っ
て
い
る
。
こ
の
時
期
に
日
本
列
島
西
部
全
域
に
及
ぶ
戦
乱
が
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
れ
で
も

九
州
の
王
権
が
存
続
し
、
中
国
使
節
を
受
け
入
れ
る
外
交
権
を
も
っ
て
い
た
の
は
、
伝
統
が
カ
リ
ス

マ
性
を
保
持
さ
せ
た
と
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
「
附
庸
」
と
い
う
言
葉
は
、
九
州
の
「
宗
主
権
」
ぐ

ら
い
を
意
味
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
六
〇
〇
年
代
の
日
本
列
島
の
大
局
的
な
政
治
の
枠
組
み
と
し

て
、
「
九
州
」
と
「
近
畿
」
の
二
大
王
権
が
並
立
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
枠
組

み
が
維
持
さ
れ
る
よ
う
に
パ
ワ
ー
・
バ
ラ
ン
ス
に
寄
与
す
る
、
相
対
的
な
自
立
性
を
も
つ
地
域
が
ほ

か
に
も
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。 

神
代
の
昔
か
ら
支
配
を
貫
徹
し
て
い
た
と
す
る
『
日
本
書
紀
』
の
呪
縛
か
ら
脱
し
、
世
界
の
ど
こ

で
も
い
つ
で
も
あ
っ
た
よ
う
な
力
動
的
な
政
治
社
会
を
思
い
浮
か
べ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、

日
本
列
島
で
水
田
耕
作
を
基
盤
と
す
る
経
済
が
発
展
し
、
中
国
と
外
交
関
係
を
む
す
ぶ
政
権
が
誕
生

し
て
か
ら
六
〇
〇
年
代
ま
で
の
体
制
の
変
遷
と
、
白
村
江
の
敗
戦
を
契
機
と
し
て
七
〇
一
年
に
統
一

国
家
が
完
成
す
る
ま
で
の
政
治
史
を
見
通
せ
る
だ
ろ
う
。
『
日
本
書
紀
』
は
、
政
治
史
に
関
す
る
誇

張
し
た
主
張
を
う
の
み
に
し
な
け
れ
ば
、
ま
た
方
法
が
適
切
で
あ
れ
ば
、
古
代
社
会
を
知
る
有
用
な
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史
料
で
あ
る
だ
ろ
う
。 

  

『
隋
書
』
と
『
旧
唐
書
』
の
記
述
す
る
倭
国
像
が
『
日
本
書
紀
』
と
鋭
く
対
立
す
る
こ
と
を
再
確

認
し
て
、
こ
の
ノ
ー
ト
の
考
察
を
終
え
よ
う
。 

 

 

注 

継
体
の
死
亡
年
に
関
し
て
引
用
さ
れ
た
文
は
、
朝
鮮
半
島
で
の
戦
争
に
言
及
し
た
あ
と
、
「
日
本
天
皇

及
太
子
皇
子
」
が
死
ん
だ
と
書
く
。
岩
波
文
庫
の
『
百
済
本
記
』
に
は
五
〇
〇
年
代
の
記
事
が
欠
け
て

い
る
の
で
、
引
用
文
の
真
偽
は
確
か
め
ら
れ
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
『
百
済
本
記
』
は
一
貫
し
て
「
倭
」

と
書
き
日
本
と
は
書
か
な
い
。
元
の
文
に
は
「
倭
王
及
太
子
王
子
」
と
あ
っ
た
の
だ
ろ
う 

(

日
本
天
皇

と
い
う
表
示
に
し
た
の
は
『
日
本
書
記
』
の
編
纂
者
だ
ろ
う)

。
す
る
と
、
こ
の
記
事
の
実
体
は
何
か
、

死
ん
だ
倭
王
と
は
誰
だ
っ
た
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。
「
後
に
勘
校
す
る
者
」
で
あ
る
人
は
、
こ
の

問
題
の
考
察
を
求
め
ら
れ
て
い
る
。 
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