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一

聖
徳
太
子
と

キ
リ

ス
ト
と

は
し
ひ
と

聖
徳
太
子
に
は
、
厩
戸
皇
子
と
い
う
名
前
が
あ
る
。
母
の
間
人
后
が
、
厩
の

戸
に
あ
た

っ
て
産
気
づ

い
た
の
で
、
そ
の
名

に
な

っ
た
と
言
わ
れ

て
い
る
。

『
日
本
書
紀
』
お
よ
び

『上
宮
聖
徳
法
王
帝
説
』

に
は
、

そ
う
書
い
て
あ
る
。

さ
ら
に
、

『上
宮
聖
徳
太
子
伝
補
闕
記
』

の
記
述
も
、
興
味
深
い
。

こ
れ
に
よ

る
と
、
あ
る
夜
間
人
后
は
、
夢
の
中

で
金
色
に
か
が
や
く
僧
の
、
お

つ
げ
を
聞

い
た
。
自
分
に
は
救
世
の
ね
が
い
が
あ
る
。
間
人
の
腹
を
か
り
て
、
生
ま
れ
で

た
い
と
い
う
告
知
で
あ
る
。
間
人
后

は
、

こ
れ
を
了
承
し
、
そ
こ
で
聖
徳
太
子

が
誕
生
し
た
。

も
と
よ
り
、
信
ず
る
に
た
ら
な
い
記
録

で
あ
る
。
だ
が
、
新
約
聖
書
の
キ
リ

ス
ト
生
誕
伝
説
と
似
て
い
る
こ
と
は
、
見
お
と
せ
な
い
。
大
王
使
ガ
ブ
リ

エ
ル

が
、
夢
の
中
で
マ
リ
ア
に
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
を
予
告
す
る
。
そ
の
予
言
を
う
け

て
、
聖
母

マ
リ
ア
は
救
世
主
イ
エ
ス

・
キ
リ
ス
ト
を
身
ご
も

っ
た
。
こ
の
受
胎

告
知
伝
説
と
聖
徳
太
子
の
誕
生
譚
は
、
そ

っ
く
り
に
で
き
て
い
る
。
ひ
ょ
っ
と

し
た
ら
、
太
子

の
伝
説
は
、
新
約
聖
書
を
ヒ
ン
ト
に
し
て
つ
く
ら
れ
た
の
で
は

な
い
か
。

『
日
本
書
紀
』
や

『
法
王
帝
説
』
は
、
八
世
紀
の
初
頭
に
編
纂
さ
れ
て
い
た
。

『補
闕
記
』

は
、

九
世
紀
前
に
で
き
た
伝
奇
風
の
記
録
で
あ
る
。
ち
よ
う
ど
、

日
本
と
中
国
の
あ
い
だ
で
、
遣
唐
使
を

つ
う
じ
た
や
り
と
り
の
あ

っ
た
こ
ろ
に

ほ
か
な
ら
な
い
。

当
時
の
中
国

11
唐
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
が
け

っ
こ
う
い
た
。
い
わ
ゆ

る
景
教
、
ネ
ス
ト
リ
ウ
ス
派
の
信
徒
た
ち
で
あ
る
。
ト
ル
コ
の
エ
フ
ェ
ソ
ス
で

異
端
だ
と
さ
れ
た
こ
の

一
派
は
、
東
方

へ
の
が
れ
て
い
や
。
ペ
ル
シ
ア
、
中
央

ア
ジ
ア
を

へ
て
、
唐
ま
で
や

っ
て
き
た
。
そ
し
て
、
王
室

へ
も
と
り
い
り
、
首

都

・
長
安
を
拠
点
に
し
、
布
教
活
動

へ
の
り
だ
し
た
。

も
し
、
遣
唐
使
の
留
学
生
た
ち
と
、
彼
ら
景
教
徒
の
あ
い
だ
に
接
触
が
あ
れ

ば
.…
:
。
聖
人
が
天
使
の
夢
告
で
馬
小
屋
に
生
ま
れ
る
と
い
う
物
語
を
、
耳
に

%
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し
て
い
た
ら
…
…
。
日
本

へ
帰

っ
た
留
学
生
た
ち
は
、

こ
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
そ

の
ま
ま
聖
徳
太
子
伝
の
執
筆
に
流
用
し
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
こ
そ

『
日
本

書
紀
』
や

『補
闕
記
』
を
書
く
時

に
、
そ
の
ま
ま
い
か
し
て
い
た
の
で
は
な
い

か
。以

上
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
歴
史
家
の
あ
い
だ
で
、
賛
否
の
両
論
が
あ
る
。

家
永
三
郎
、
井
上
光
貞
、
青
木
和
夫
ら
が
賛
成
派
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、
田

村
円
澄
、
海
老
沢
有
道
は
、
否
定
論
を
書
い
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
し
か
し
、

厩
戸
生
誕
伝
説

11
聖
書
付
会
論
の
当
否
を
、
問
題
に
し
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
、

こ
の
大
胆
な
推
論
が
生
み
だ
さ
れ
た
、
そ
の
歴
史
的
背
景
を
考
え
て
い
く
こ
と

に
す
る
。

じ

つ
は
、
こ
の
こ
と
を
最
初

に
と

な
え
た
の
は
、
歴
史
家
の
久
米
邦
武

で

あ

っ
た
。

一
九
〇
三

(明
治
三
十
六
)
年
の

『聖
徳
太
子
実
録
』
で
、
そ
う
主

ロ

　

マ

張
し
た
の
で
あ
る
。
「遣
唐
学
生
学

僧
が
羅
馬
の
天
主
教
を
聞
伝

へ
た
る
と
い

ヤ

ソ

ふ
を
怪
ま
ず
」
。
「耶
蘇
教
の
支
那
に
伝
播
し
、
其
説
を
太
子

の
伝

に
付
会
し
あ

る
と
い
ふ
も
、
決
し
て
牽
強

の
説
と
は
聞

こ
と
な
か
る
べ
し
」
、
と
。

久
米
邦
武
が
、
明
治
初
期

の
い
わ
ゆ
る
岩
倉
使
節
団
に
参
加
し
て
い
た
こ
と

は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
よ
う
。
明
治
政
府
は
、
西
洋
列
強
に
お
し

つ
け
ら
れ
た

不
平
等
条
約
の
撤
廃
を
、
め
ざ
し
て
い
た
。

一
八
七

一

(明
治
四
)
年
に
は
、

そ
の
た
め
の
大
型
使
節
団
を
欧
米

へ
派
遣
さ
せ
て
い
る
。
右
大
臣

・
岩
倉
具
視

を
特
命
全
権
大
使
と
す
る
使
節
団
で
あ
る
。
参
議

・
木
戸
孝
允
や
大
蔵
卿

.
大

久
保
利
通
も
、
こ
れ
に
は
同
行
し
た
。
た
い
へ
ん
大
が
か
り
な
使
節
で
は
あ
り
、

明
治
新
政
府
の
い
き
ご
み
が
、
し
の
ば
れ
よ
う
。
だ
が
、
周
知
の
よ
う
に
、
条

約
改
正
は
失
敗
し
、
使
節
は
欧
米
の
文
明
視
察

へ
目
標
を
き
り
か
え
た
。

こ
の
使
節

に
は
、

『米
欧
回
覧
実
記
』

と
い
う
記
録
が
あ
る
。

そ
し
て
、

そ

れ
を
編
集
し
た
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
久
米

で
あ

っ
た
。
そ
の
久
米
が
後
年
に
、

当
時

の
外
交
交
渉
を
あ
ぐ
る
苦
労
話
を
書
い
て
い
る
。
「治
外
法
権
に
付
て
」

(
一
八
九
〇
年
)

と
い
う
文
章
が
そ
れ
だ
が
、

な
か
で
久
米
は
宗
教
的
な
問
題

を
特
筆
し
た
。
西
洋
人
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
こ
り
か
た
ま

っ
て
い
る
。
非
キ
リ

ス
ト
教
の
日
本
人
を
、

「
蛇
を
も
拝
む
」

よ
う
な
未
開
人
だ
と
思

っ
て
い
る
。

こ
れ
で
は
、
と
う
て
い
対
等
の
条
約
な
ど
む
す
べ
な
い
。
努
力
を
し
て
、
こ
の

キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
も
の
を
、
理
解
し
て
い
こ
う
。
そ
う
考
え
た
久
米
は
、
岩

倉
、
木
戸
、
大
久
保
ら
と
、
日
曜
日
に
は
教
会

へ
も

で
む
い
て
い
た
ら
し
い
。

お
そ
ら
く
、
こ
う
い
う
経
験
が
か
さ
な

っ
て
の
こ
と
だ
ろ
う
。
久
米
は
、
し

だ
い
に
キ
リ
ス
ト
教

へ
接
近
し
は
じ
め
た
。

一
八
九
七

(明
治
三
十
)
年
に
は
、

イ

エ

ス
キ
リ
ス
ト

『耶
蘇
基
督
真
蹟
考
』

と
い
う
標
題

で
、

聖
書
の
翻
訳
を
、

刊
行
し
て
い
る
。

カ
ト
リ

ッ
ク
の
宣
教
師

・
ス
テ
イ
シ
ェ
ン
の
口
述
を
、
久
米
が
書
き
と
あ
た
著

述
で
あ
る
。

一
八
九

一

(明
治
二
十
四
)
年
に
は
、
「
神
道
は
祭
天
の
古
俗
」
と
い
う
有

名
な
論
文
を
あ
ら
わ
し
た
。
神
道
の
よ
う
な
宗
教
は
、
日
本
だ
け
に
あ
る
も
の

で
は
な
い
。
天
を
あ
お
ぎ
、
神
を
ま
つ
る
よ
う
な
風
習
は
、
世
界
中
の
ど
こ
に

で
も
あ
る
。
万
国
土
ハ通
に
見
ら
れ
る

「祭
天
の
古
俗
」
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
、
国
粋
的
な
神
道
家
か
ら
反
感
を
買
い
、
久
米
が
帝
大
教
授
職
の
辞
任

96
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へ
お
い
こ
ま
れ
た
経
緯
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
よ
う
。
世
に
い
う
久
米
邦
武
筆

禍
事
件

で
あ
る
。

さ
て
、

こ
の
論
文

で
、
久
米
は
神
道
と
キ
リ
ス
ト
教
の
共
通
性
も
説
い
て
い

た
。
ど
こ
の
国
で
も

「神
」
を
き
わ
め
れ
ば
、
み
な

「天
」

に
な
る
。
「
日
本

あ
め
の
み
な
か
ぬ
し

に
て
は
天
御
中
主
と
い
ふ
…
…
欧
米

に
て
ゴ
ツ
ド
と
い
ふ
。
皆
同
義
な
れ
ど
も

…
…
風
俗
は
各
異
な
る
の
み
」
。

表
面
的
な
風
俗
が
ち
が
う
だ
け
で
、

天
を
あ

お
ぐ
精
神
は
同
じ
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
久
米
が
こ
の
論
文
で
、
い

ち
ば
ん
強
調
し
た
か

っ
た
の
も
、

こ
こ
の
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
。
後
年
の
回
想
で

も
、
「
和
漢
で
い
ふ
神
と
天
と
を
西
洋
の
ゴ

ツ
ド
と
同

一
に
せ
ん
と
欲
し
た
最

初
の
意
思
が
」
あ

っ
た
こ
と
を
、

の
べ
て
い
る

(『「支
那
大
観
」

の
細
観
』

一

九

一
七
年
)
。

久
米
自
身
は
、
神
道
家
か
ら
批
判

を
う
け
る
よ
う
に
な

っ
て
い
た
。
だ
が
、

当
人
の
意
図
は
、
神
道
を
否
定
す
る

こ
と
に
あ

っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
神
道
と

キ
リ
ス
ト
教
に
共
通
す
る
部
分
を
こ
と
あ
げ
す
る
。
そ
れ
こ
そ
が
、
久
米

の
書

き
た
い
こ
と
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
、

こ
こ
に
は
、
久
米

の
欧
米
体
験
が
影
を
お
と
し
て
い
る
。
キ
リ

ス
ト
教
の
優
位
を
信
じ
、
日
本

の
宗
教
は

「蛇
を
も
拝
む
」
よ
う
な
も
の
だ
と
、

西
洋
人
は
思

っ
て
い
た
。
そ
ん
な
西
洋
人
た
ち
に
、
ひ
と
こ
と
言

い
か
え
し
て

や
り
た
い
。
あ
る
い
は
、
日
本
人
と
し
て
も
、
言

っ
て
お
か
な
け
れ
ば
、
気
が

す
ま
な
い
。
神
道
も
キ
リ
ス
ト
教

も

「天
」
を
あ
お
ぐ
と
い
う
点
で
は
同
じ

じ

ゃ
あ
な
い
か
、
と
。
だ
か
ら
こ
そ
、
久
米
は

「神
道
は
祭
天

の
古
俗
」
と
い

う
論
文
を
、
書
い
た
の
だ
ろ
う
。
キ
リ
ス
ト
教
の
ゴ

ッ
ド
崇
拝
も

「祭
天
の
古

俗
」
だ
と
い
う
気
持
ち
を
こ
め
な
が
ら
。

だ
と
す
れ
ば
、
久
米
が
聖
徳
太
子
伝
説
に
聖
書
の
感
化
を
見
い
だ
し
た
理
由

も
、
お
の
ず
と
読
め
て
く
る
。
西
洋
人
は
、
非
キ
リ
ス
ト
教
的
な
日
本
を
、
見

下
し
て
い
た
。
久
米
は
、
彼
ら
の
そ
う
い
う
優
越
感
を
、
欧
米
で
い
や
と
い
う

ほ
ど
あ
じ
わ

っ
て
き
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
古
い
日
本
文
化
史
上
に
キ
リ
ス
ト
教

.

の
影
を
み
と
あ
た
こ
と
が
、
う
れ
し
か

っ
た
の
だ
ろ
う
。
西
洋
人
の
あ
り
が
た

が
る
キ
リ
ス
ト
教
な
ら
、
日
本
に
も
古
く
か
ら
と
ど
い
て
い
た
ん
だ
。
そ
う
見

返
し
て
や
れ
る
よ
う
な
気
持
ち
に
も
な

っ
た
の
で
は
な
い
か
。

久
米
は
、

一
九
〇
六

(明
治
三
十
九
)

年
に
、
「
日
本
民
族
の
故
郷
」
と
い

う
文
章
を
、
書

い
て
い
る
。
こ
の
な
か
で
、
久
米
は
、
日
本
民
族
が
多
民
族
の

コ
　

カ

サ
ス

混
合

に
よ

っ
て
成
立

し

た

こ
と

を

、

力

説

し

た
。

な

か

に
は

、

「
高

加

索

種

も

あ

り
」
、

つ
ま

り

白

人

種

も

い
た

と

い
う

。

そ

の
証

拠

と

し

て
久

米

は
、

岡

山

の
美

作

か

ら

出

土

し

た

棺

の
菊

花

模

様

を

あ

げ

て

い

る
。

そ

の

デ

ザ

イ

ン
は

「
全

く

バ

ビ

ロ

ン
式

に
出

で
、

バ

ビ

ロ

ン
に
於

て
堀

出

す

も

の
と
同

一
也

」

と

い
う

の

で
あ

る
。

も

ち

ろ

ん
、

久

米

に
は
久

米

な

り

の

ナ

シ

ョ
ナ
リ

ズ

ム
も

あ

っ
た

。

だ

が
、

同
時

に
、

日
本

と

西
洋

を

同
列

に
な

ら

べ
た

い
と

い
う

思

い
も
、

そ

な

え

て

い

た
。

欧

米

な

み

に
日
本

を
位

置

づ

け

た

い
と

す

る

コ
ン
プ

レ

ッ
ク

ス
も
、

あ

っ

た

の

で
あ

る
。

そ

し

て
、

歴

史

家

で
あ

る

が

ゆ

え

に
、

そ

う

い
う

感
情

を

歴

史

解

釈

へ
投

影

し

て

い

っ
た
。

厩

戸

生

誕
伝

説

11
聖
書

付

会

論

は
、

こ
う

し

て
生
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み
だ

さ
れ

た

の
だ

と

思

う

が

、

ど

う

だ

ろ
う

。

二

太
秦
の
ユ
ダ
ヤ
教

景
教
に
つ
い
て
の
論
文
を
た
く
さ
ん
書
い
て
い
る
学
者
に
、
佐
伯
好
郎
と
い

う
ひ
と
が
い
る
。
も

っ
ぱ
ら
景
教
ば
か
り
に
う
ち
こ
ん
だ
の
で
、
景
教
博
士
と

称
さ
れ
る
こ
と
も
、
な
く
は
な
い
。
と
は
い
え
、
そ
の
業
績
が
、
学
界
で
こ
れ

ま
で
高
く
評
価
さ
れ
た
こ
と
は
、
あ
ま
り
な
か

っ
た
と
思
う
。
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク

な
東
洋
史
家
の
な
か
に
は
、
眉
を
ひ
そ
あ
る
も
の
さ
え
、
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

佐
伯
の
仕
事
、
と
く
に
初
期
の
そ
れ
が
け
む
た
が
ら
れ
る
理
由
は
、
そ
の
研

究
を
読
あ
ば
す
ぐ
わ
か
る
。
と
に
か
く
、
思
い
つ
き
が
と

っ
ぴ
で
、
破
天
荒
な

の
で
あ
る
。
地
道
な
学
究
に
う
と
ん
じ
ら
れ
る
の
も
、
無
理
は
な
い
。

こ
こ
で
は

「太
秦

(禹
豆
麻
佑
)
を
論
ず
」
と
題
さ
れ
た
若
い
頃
の
論
文
を
、

紹
介
し
て
お
こ
う
。
こ
の
研
究
は
、

一
九
〇
八

(明
治
四
十
)
年
に
、
発
表
さ

れ

て
い
る
。
久
米
邦
武

の
聖
徳
太
子
論
が
世
に
で
た
の
は
、
そ
の
四
年
前
で

あ

っ
た
。
ほ
ぼ
同
時
代
の
仕
事
だ
と
言

っ
て
よ
い
。

佐
伯
の
太
秦
論
は
、
京
都
の
太
秦

に
古
く
か
ら
す
ん
で
い
た
秦
氏

一
族
の
こ

と
を
、
論
じ
て
い
る
。
秦
氏
は
、
古
代
の
日
本

へ
や
っ
て
き
た
渡
来
人
の
集
団

で
あ
る
。
当
時
の
大
和
朝
廷
は
、
京
都

ほ
山
城
国
に
彼
ら
を
入
植
さ
せ
て
い
た
。

太
秦
の
広
隆
寺
も
、
彼
ら
の
手
で
造
営
さ
れ
た
の
だ
と
、
考
え
ら
れ
て
い
る
。

平
安
京
の
建
設
を
さ
さ
え
た
の
も
、
彼
ら
秦
氏
の
財
力
で
あ

っ
た
ら
し
い
。
伝

説
で
は
、
始
皇
帝
の
秦
国
が
ル
ー

ツ
だ
と
い
う
こ
と
に
、
な

っ
て
い
る
。
秦
か

ら

秦

氏

が

来

た

と

い
う

わ

け

だ

が

、

も

ち

ろ

ん
、

そ

の

こ
と

が

そ

の
ま

ま

信

じ

ら

れ

て

い

る
わ

け

で

は
な

い
。

い

っ
ぱ

ん

に

は
、

古

代

朝

鮮

、

そ
れ

も

新

羅

か

ら

の
渡

来

者

だ

ろ
う

と

さ
れ

て

い

る
。

佐

伯

は
、

そ

の
秦

氏

が

ユ
ダ

ヤ
系

の
渡

来

人

だ

っ
た

の

で

は
な

い
か

と

す

る

新

説

を

、

こ

の
論

文

で
う

ち

だ

し

た
。

な

ん
と

も

大

胆

な

見

解

で
あ

る
。

い

っ

た

い
、

ど

う

や

っ
て

そ

ん
な

こ
と

を

考

え

る

よ
う

に
な

っ
た

の
か

。

つ
ぎ

に
、

佐

伯

が

展

開

す

る
、

あ

ぜ

ん
と

さ

せ

ら
れ

る

よ
う

な

理

屈

を

、

紹

介

し

て

い

こ

う

Q太

秦

広

隆

寺

の
東

側

に
、

「
大

酒

」

と

い
う

名

前

の
神
社

が

あ

る
。

秦

氏

の

た

て

さ

せ

た
神

社

で
あ

る
。

以

前

は
、

「
大

辟
」

の
名

で
登

録

さ
れ

て

い

る
。

佐

伯

は
、

こ

の

「
大

辟

」

が
、

漢

籍

に
あ

る

「
大

闢

」

へ

つ
う

じ

る
と

い
う

。

そ
し

て
、

「
大

闢
」

は

ユ
ダ

ヤ

の
ダ

ビ

デ

を

さ

し

て

い
た
。

景

教

の
教

典

で
は
、

も

っ
ぱ

ら

こ

の
字

が
ダ

ビ

デ

へ
あ

て

ら

れ

て

い

た
。

そ

の

こ
と

か

ら
、

佐

伯

は

広

隆

寺

の
東

側

に
あ

る
神

社

も

、

ダ

ビ

デ
神

社

で
あ

る

と
す

る
。

そ

し

て
、

ダ

ビ

デ
を

神

と

し

て

ま

つ
る

以
上

、

そ

こ

に
す

ん

で

い

た
秦

氏

も

、

ユ
ダ

ヤ
系

に

ち

が

い
な

い
と

い

う

の

で

あ

る
。

さ

ら

に
、

佐

伯

は
、

ダ

ビ

デ

と

い

う
名

前

の
語

義

に

も
、

目

を

む

け

る
。

佐

伯

に

よ

れ
ば

、

ダ

ビ

デ

は

「
幸

せ

う

る

る

も

の
」
、

「
愛

さ

れ

た

る

も

の
」

を
意

味

す

る

ら

し

い
。

そ
し

て

「
大

辟

」

の

「
辟

」

(
さ
き

)

も

「
幸

な

り

」

の

ヘ

ブ

「
幸

」

(
さ
ち

)

に
、

か

さ

な

り

あ

う

と

い
う

。

つ
ま

り
、

「
大

辟

」

は

「
希

伯

ラ
イ来

語
に
於
け
る
ダ
ビ
デ
と
云
ふ
固
有
名
詞
の
意
味
と
付
合
す
る
」。
こ
う
し
た

囎
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点
を
列
挙
し

つ
つ
、
佐
伯
は

「
大
辟
」
1ー
ダ
ビ
デ
説
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

大
酒
神
社
は
広
隆
寺
の
東
に
あ
る
が
、
西
に
は

「
い
さ
ら
」
と
よ
ば
れ
る
井

戸
も
あ
る
。

「伊
佐
良
井
」

と
し
る
さ
れ
る
井
戸

で
あ
る
。

佐
伯
は
、

こ
れ
が

イ
ス
ラ
エ
ル
を
し
め
し
て
い
る
と
解
釈
し
た
。
イ
ス
ラ
エ
ル
へ
つ
う
じ
る
井
戸

が
あ
る
。
ダ
ビ
デ
を
ま

つ
る
神
社
も
、
建

っ
て
い
る
。
も
う
、
ま
ち
が
い
な
い
。

秦
氏
は
、

ユ
ダ
ヤ
系
の
渡
来
人
だ

っ
た
。
こ
れ
が

「太
秦
を
論
ず
」
の
論
旨
で

あ
る
。

も
う
す
こ
し
、
話
を

エ
ス
カ
レ
ー
ト
さ
せ
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
日
猶
同
祖
論
に

な
る
。
日
本
人
の
ル
ー
ツ
は
、

ユ
ダ

ヤ
人
だ

っ
た
と
い
う
話
に
、
飛
躍
さ
せ
る

こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
う
い

っ
た
話
を
、
日
本
人
で
、
佐
伯
以
前
に
と
な

え
た
も
の
は
、

い
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
「太
秦
を
論
ず
」

は
、

日
猶
同
祖
論

の
さ
き
が
け
を
な
し
た
言
論
と
し
て
も
、
位
置
づ
け
う
る
。
も

っ
と
も
、
西
洋

人
に
は
何
人
か
の
先
駆
者
が
い
な
く
も
な
い
の
だ
が
。

歴
史
家
の
服
部
之
総
が
、
晩
年
の
佐
伯
好
郎
に
つ
い
て
、
お
も
し
ろ
い
こ
と

を
述
べ
て
い
る
。

一
九
五
三

(昭
和

二
十
八
)
年
の
こ
と
で
あ

っ
た
と
い
う
。

服
部
は
、

あ
る
晩
、
当
時
八
○
歳
を
こ
え
て
い
た
佐
伯
と
、

「夜
半
ま
で
盃
を

交
わ
し
て
い
た
」。
そ
の
お
り
に
、

こ
ん
な
質
問
を
し
た
ら
し
い
。
「
先
生
は
ど

ん
な
動
機
か
ら
景
教
碑
文
研
究
を
は
じ
あ
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
」
、
と
。

こ
の
問
い
か
け
に
た
い
し
、
佐
伯

は
と
ん
で
も
な
い
答
を
、
か
え
し
て
い
る
。

佐
伯
は
、

一
九
〇
五

(明
治
三
十
八
)
年
に
、
北
海
道

の
開
発
を
思
い
た

っ
た

ら
し
い
。
だ
が
、
従
来
の

「
日
本
的

に
矮
小
な
開
発
計
画
で
は
駄
目
だ
。

ユ
ダ

ヤ
人

の
大
資
本
を
導
入
し
て
や
ろ
う
。
そ
れ
に
は
、

ユ
ダ
ヤ
人
の
注
意
を
日
本

に
向
け
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
」。

佐
伯
は
、

服
部
に
、

そ
う
こ
た
え
て
い
た
と

い
う
。
そ
れ
を
聞
い
た
服
部
は
、
佐
伯
の
学
問
を
、

こ
う
位
置
づ
け
た
。

「
ア

メ
リ
カ
と
カ
ナ
ダ
に
五
年
留
学
し
た
先
生
が
、

ユ
ダ
ヤ
資
本
を
日
本
に
導
入
す

ユ
ダ

ヤ

る
志

を

た

て

て
、

そ

の
た

め

に
打

っ
た
第

一
着

手

が

秦

氏

11
猶

太

人

の
着

想

で

あ

っ
た

」
、

と
。

佐

伯

の
北

海

道

開

発

計

画

じ

た

い

は
、

ぜ

ん
ぜ

ん

み

の

ら

な

か

っ
た
。

計

画

だ

お

れ

に
お

わ

っ
て
し

ま

っ
た

の
だ

と

い

う
。

し

か

し
、

資

本

調
達

を

ユ
ダ

ヤ

資

本

へ
た

の
む

つ
も

り
だ

っ
た

と

い

う
回

想

に

は
、

う

な

ら

さ

れ

る
。

秦

氏

ほ

ユ
ダ

ヤ
系

説

は
、

そ

の

た

め

の
方

便

だ

っ
た

と

い

う
告

白

に

も
、

絶

句

さ

せ

ら

れ

る
。

ま
あ

、

酒

席

の
告

白

を

、

ど

れ

だ

け
信

用

で
き

る

の

か

と

い
う

問
題

は
、

あ

る

の
だ

が
。

い
ず

れ

に

せ

よ
、

佐

伯

の
説

は
、

ユ
ダ

ヤ
人

に
好

意

的

な
態

度

を

と

っ
て

い

た
。

ユ
ダ

ヤ
人

の
歓

心

を
買

お

う

と

す

る
意

図

さ

え
、

あ

っ
た

か

も

し

れ

な

い
。

す

く

な

く

と

も
、

反

1ー

ユ
ダ

ヤ

思
想

に
う

ら

う

ち

さ

れ

て

い
る

と

い
う

こ
と

は

な

い

だ

ろ

う
。

古

い
日

本

に
も

、

ユ
ダ

ヤ

文

化

の
感

化

は

あ

っ
た

と

い
う

。

そ

の

こ
と

を
、

ネ

ガ

テ

ィ
ブ

に
語

っ
て

い
る

わ

け

で
は

け

っ
し

て
な

い
。

着

想

の
あ

り

よ

う

は

、

久

米

邦

武

の
厩

戸

仮

説

と

、

つ
う

じ

あ

う

。

こ
れ

も

ま

た
、

古

い
日

本

に
、

ヘ
ブ

ラ
イ

ズ

ム

の
影

響

が

あ

っ
た

こ
と

を

、

論

じ

て

い

た
。

キ

リ

ス

ト
教

へ
の
微

妙

な

コ

ッ
プ

レ

ッ
ク

ス
を

い
だ

き

つ

つ
、

そ

の

こ
と

を

論

じ

て

い
た

の

で
あ

る

。

こ

の
点

も

、

ユ
ダ

ヤ
資

本

へ
の
敬

意

か

ら

秦

氏

11

卯
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ユ
ダ

ヤ
系

説

へ
い

た

っ
た

ら
し

い
佐

伯

と
、

通

底

あ

っ
て
い

る

と

は
言

え

ま

い

か

。

三

禁
教
時
代
の
景
教
観

唐
の
長
安
に
あ

っ
た
景
教
寺
院

は
、
「大
秦
」
寺
と
称
さ
れ
て
い
た
。
「大

秦
」
は

ロ
ー
マ
も
し
く
は
シ
リ
ア
方
面
を
さ
す
言
葉
で
あ
る
。
「大
秦
」
寺
も
、

西
方
か
ら
来
た
宗
教

の
寺
院
だ
と
い
う
こ
と
で
、
そ
う
名
の
っ
て
い
た
の
だ
ろ

う
。
興
味
深
い
こ
と
に
、

こ
の

「大
秦
」
と
い
う
表
記
は
、
京
都
の

「
太
秦
」

(う
ず
ま
さ
)
と
、
よ
く
似
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
、
太
秦
の
地
は
、

古
く
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
憶
測
を
う
ん

で
き
た
。

江
戸
後
期
の
儒
学
者
に
、
太
田
錦
城
と
い
う
ひ
と
が
い
る
。
そ
の
太
田
が
、

一
八
二
〇
年
代
に

『梧
窓
漫
筆
拾
遣
』
と
い
う
随
筆
を
書
い
て
い
た
。
太
田
は
、

こ
の
本
で
、
唐
長
安
の

「大
秦
」
寺
と
京
都
の

「太
秦
」
を
め
ぐ
る
歴
史
的
推

理
を
、
の
べ
て
い
る
。

「
う
ず
ま
さ
」

と
い
う
音
は
、
古
代

の
日
本

に
な
い
し
、
中
国
に
も
な
い
。

お
そ
ら
く
は
、

中
国
の
辺
境
地
に
あ

る
異
民
族
の
言
葉
で
あ
ろ
う
。

「う
ず
ま

さ
」
と
い
う
地
名
も
、
遠
方
か
ら

と
ど
い
た
名
前
に
ち
が
い
な
い
。
さ
ら
に

「太
秦
」
と
い
う
表
記
は
、
長
安
の

「大
秦
」

に
つ
う
じ
あ
う
。

こ
れ
ら
の
こ

と
か
ら
、
太
田
は
京
都
太
秦
の
広
隆
寺
を
、
日
本
に
で
き
た

「大
秦
」
寺
だ

っ

た
と
考
え
た
。
長
安

へ
や

っ
て
き
た
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
が
、
日
本

へ
も
渡
来

し
、
京
都

の
西
郊

へ

「
大
秦
」
寺
を
建
立
す
る
。
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
を
、

つ

た
え
て
い
た
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。

ω

ず
い
ぶ
ん
、
無
茶
な
議
論

で
あ
る
。
地
名

の
符
号
と
い
う
、
ほ
ぼ
そ
の
こ
と

ー

だ
け
を
論
拠
と
し
て
、
話
を
く
み
た
て
て
い
る
。

こ
ん
な
話
が
、
ま
か
り
と
お

る
の
な
ら
、
な
ん
で
も
言
え
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
た
と
え
ば
、
現
代
日

本
の
中
国
地
方
も
、
中
国
人
移
民
が
多
い
か
ら
そ
う
名
付
け
ら
れ
た
の

で
は
な

い
か
、
と
。
そ
ん
な
暴
論
で
も
な
り
た
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
と
う
て
い

納
得
し
き
れ
な
い
立
論
で
は
あ

っ
た
。
だ
が
、
太
田
は
あ
く
ま
で
も
広
隆
寺
は

京
都
に
で
き
た

「大
秦
」
寺
で
あ

っ
た
と
力
説
す
る
の
で
あ
る
。

一
八
二
〇

(文
政
三
)
年
の
こ
と
で
あ

っ
た
と
い
う
。
太
田
は
京
都
滞
在
の

お
り
に
、
三
度
ほ
ど
太
秦
の
広
隆
寺
を
お
と
ず
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
う
ち
の

一
度
な
ど
は
、
内
陣

の
仏
像
な
ど
も
、
く
わ
し
く
見
学
す
る
に
い
た

っ
て
い
る
。

薬
師
如
来

の
両
脇

に
安
置
さ
れ
た
日
光
菩
薩
、
日
光
菩
薩
も
、
拝
観
し
た
。
太

田
は
、
ど
う
見

て
も
ふ

つ
う
の
仏
像
と
思
え
な
い
と
い
う
印
象
を
、

こ
の
両
菩

薩

に
い
だ
い
て
し
ま
う
。
や
は
り
、

ペ
ル
シ
ア
、
あ
る
い
は
よ
り
西
方
か
ら

や
っ
て
き
た
像

で
は
な
い
か
。

「仏
家
の
も
の
と
は
、

努
々
思
は
れ
ず
。
波
斯

大
秦
な
ど
の
天
教
を
奉
ず
る
家
の
、

像
設
た
る
こ
と
明
白
な
り
」。

そ
こ
に
キ

リ
ス
ト
教
の
信
仰
が
た
く
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
う
た
が
え
な
い
と
い
う
の
で

あ
る
。

江
戸
時
代
の
学
者
が
、
唐
の
長
安
に
い
た
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
こ
と
を
知

っ
て

い
た
こ
と
じ
た
い
は
、
う
な
づ
け
る
。
西
方
か
ら
、
ゾ

ロ
ア
ス
タ
ー
教
、

マ
ニ

教
、
キ
リ
ス
ト
教
が
は
い
っ
て
い
た
こ
と
は
、
い
く

つ
か
の
漢
籍
に
も
し
る
さ
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れ
て
い
た
。
『
旧
唐
書
』、

『資
治
通
鑑
』、

『仏
祖
統
記
』、

『西
渓
叢
話
』
な
ど

で
あ
る
。
当
時
の
学
者
な
ら
、
と
う
ぜ
ん
こ
れ
ら
の
文
献

へ
は
、
目
く
ば
り
が

で
き
た
だ
ろ
う
。
事
実
、
太
田
錦
城
は
、
『旧
唐
書
』、

『資
治
通
鑑
』、
『
西
渓

叢
話
」
を
引
用
し

つ
つ
、
長
安
の
外
来
宗
教
に
つ
い
て
、
語

っ
て
い
た
。

唐
代
に
お
け
る
景
教
の
普
及
が
、
あ
き
ら
か
に
な

っ
た
の
は
明
末
の

一
六
二

三

(元
和
九
)

年
で
あ
る
。

西
安
郊
外
の
土
中
か
ら

「大
秦
景
教
流
行
中
国

碑
」
が
出
土
し
、
そ
の
こ
と
は
判
明
し
た
。
当
時
、
中
国
に
い
た
イ
エ
ズ

ス
会

士
た
ち
も
、

ロ
ー
マ
へ
報
告
さ
せ

て
い
る
。
そ
の
報
告
を
ふ
く
む
、
ジ
ウ
リ

オ

・
ア
レ
ー
二
の
著
作
も
、

『西
学
凡
』

と
し
て
同
年
に
漢
約
さ
れ
て
い
た
。

日
本
で
は
、
な
が
ら
く
禁
書
と
な

っ
て
い
た
文
献
だ
が
、
幕
府

の
書
物
奉
行

で

あ

っ
た
近
藤
重
蔵
が
、

一
九
世
紀
初
頭
に
紹
介
記
事
を
書
い
て
い
る

(『好
書

政
事
』
第
七
十
六
巻
、
第
七
十
七
巻
)。
太
田
は
、

こ
の

『西
学
凡
』
も
引
用

し
て
い
る
が
、
お
そ
ら
く
書
物
奉
行
か
ら
そ
の
知
識
は
、
し
い
れ
て
い
た
の
だ

ろ
う
。

一
八
〇
五

(文
化
二
)
年
に
は
、
大
陸
の
清
で

『金
石
萃
編
』
も
あ
ま
れ
て

い
る
。
古
く
か
ら

つ
た
わ
る
金
石
文
を
あ

つ
め
て
、
ま
と
め
あ
げ
た
書
物
で
あ

る
。

「大
秦
景
教
流
行
中
国
碑
」

の
碑
文
は
、

こ
の
文
献
に
も
紹
介
さ
れ
て
い

た
。
太
田
に
、
こ
こ
か
ら
の
引
用
は
な
い
が
、
こ
う
い
う
デ
ー
タ
も
見
て
い
た

可
能
性
は
、
あ
る
だ
ろ
う
。
と
に
か
く
、

一
九
世
紀
初
頭
の
読
書
家
な
ら
、
唐

代
の
長
安

ヘ
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
き

て
い
た
こ
と
は
、
知

っ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、

「大
秦
」
寺
が
建
立
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
、
わ
き
ま
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

長
安
の

「
大
秦
」
寺
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
寺
院
で
あ

っ
た
。
そ
の
こ
と
を
学

習
し
た
太
田
は
、
す
ぐ
に
京
都
の

「
太
秦
」

へ
も
、
想
像
が
お
よ
ん
だ
の
だ
ろ

う
。
「大
秦
」
が
キ
リ
ス
ト
教
な
ら
、
「太
秦
」
も
そ
う
に
ち
が
い
な
い
と
判
断

し
た
の
だ
と
思
う
。
鎖
国
下
の
学
者
に
も
、
そ
の
ぐ
ら
い
の
構
想
力
、
あ
る
い

は
空
想
力
は
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
も
う
い
ち
ど
太
田
錦
城
の

『梧
窓
漫
筆
拾
遺
』
を
検
討
し
て
み
よ

う
。
太
田
は
、
太
秦
の
広
隆
寺
が
キ
リ
ス
ト
教

の
寺
だ
と
の
べ
た
文
章

の
末
尾

で
、

こ
う
書
い
て
い
た
。

「是
れ
は
国
禁
の
事
に
て
、
寺
僧
の
忌
む
こ
と
な
れ

ば
、

彼
徒
に
は
語
る
ま
じ
き
こ
と
な
り
」、

と
。

キ
リ
ス
ト
教
は
タ
ブ
ー
だ
か

ら
、
広
隆
寺

の
僧
徒

へ
は
な
い
し
ょ
に
し
て
お
こ
う
と
い
う
。
そ
ん
な
話
を
、

わ
ざ
わ
ざ
書
き

つ
け
る
あ
た
り
に
諧
謔
味
が
あ
る
と
い
う
こ
と
か
。

同
じ

『
梧
窓
漫
筆
拾
遣
』
で
太
田
は
、
城
郭
の
天
守
閣
が
天
主
教
に
起
源
を

も

つ
と
、
論
じ
て
い
る
。
織
田
信
長
が
キ
リ
ス
ト
教
を
信
じ
、
そ
の
布
教
の
た

あ
に
天
守
閣
を
建
設
し
た
の
が
、
天
守
建
築
の
起
源
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
太

田
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は

「信
長
公
の
心
得
違
よ
り
出
で
た
る
」

こ
と
で
あ

っ
た
。

だ
か
ら
、

「天
守
と
云
ふ
語
を
禁
じ
て
、
大
櫓
と
云
ふ
べ
き
」

だ
と
も
、

の
べ

て
い
る
。
や
は
り
、
キ
リ
ス
ト
教
を
タ
ブ
i
視
す
る
考
え
方
が
、
は

っ
き
り
う

か
が
え
よ
う
。

こ
う
い
う
筆
緻
か
ら
は
、
か
く
れ
キ
リ
シ
タ
ン
を
摘
害
す
る
よ
う
な
意
気
ご

み
が
う
か
が
え
る
と
、
言
え
ま
い
か
。
天
守
閣
に
は
気
を

つ
け
ろ
。
あ
そ
こ
に

は
キ
リ
シ
タ
ン
の
影
が
ひ
そ
ん
で
い
る
。
太
秦
の
広
隆
寺
に
も
、
ゆ
だ
ん
は
す

1
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る
な
。
あ
れ
も
、
も
と
も
と
は
キ
リ

シ
タ
ン
の
寺
だ

っ
た
の
だ
か
ら
…
…
。
と

ま
あ
、
以
上

の
よ
う
に
、
当
局
の
禁
教
政
策

へ
奉
仕
す
る
よ
う
な
い
き
お
い
が
、

読
み
と
れ
る
。
江
戸

の
禁
教
時
代
に
は
、
得
体

の
知
れ
な
い
も
の
を
、
キ
リ
シ

タ
ン
と
し
て
な
が
め
や
す
い
考
え
方

が
あ

っ
た
。
太
田
錦
城

の
よ
う
な
学
者
は
、

そ
う
い
う
思
考
法
を
、
日
本
文
化
史
上
に
投
影
し
た
の
だ
と
思
う
。

久
米
邦
武
も
、
佐
伯
好
郎
も
、

ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
の
感
化
を
、
日
本
文
化
史
に

見
い
だ
し
て
い
た
。

一
九
世
紀
初
頭

の
太
田
錦
城
と
同
じ
よ
う
な
歴
史
を
、
構

想
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
も
に
、
グ

ロ
ー
バ
ル
な
日
本
理
解
だ
と
評
し
う
る
。

だ
が
、
彼
ら
の
歴
史
観
を
さ
さ
え
る

ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
評
価
は
、
ま

っ
た
く
対
立

し
あ

っ
て
い
る
。
禁
教
時
代
の
太
田
は
、
そ
れ
を
タ
ブ
ー
だ
と
考
え
る
と
こ
ろ

か
ら
、
日
本
文
化
史
上
に
、
言
わ
ば
汚
点
を
見

つ
け
て
い
た
。
し
か
し
、
久
米

や
佐
伯
の
着
眼
は
キ
リ
ス
ト
教

へ
の

コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
、
あ
る
い
は
ユ
ダ
ヤ
文

明

へ
の
敬
意
に
、
ね
ざ
し
て
い
る
。
言

っ
て
み
れ
ば
、
日
本
文
化
史
か
ら
、

一

種
の
美
点
を
抽
出
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
百
年
の
あ
い
だ
に
、
日
本
人
の
キ
リ

ス
ト
教
理
解
が
、
そ
れ
だ
け
か
わ

っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
か
。
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補

記
本
稿

は
、

拙
著

『
法
隆
寺

へ
の
精
神
史
』

(
一
九
九

四
年
)
、

お
よ
び

『
南
蛮
幻

想
』

(
一
九
九
八
年
)

と
、

内
容
が
か

さ
な
り
あ
う
。

以
前
あ
ら
わ
し
た

こ
と
を
、

日
本
人

の
キ

リ

ス
ト
教
受
容

と

い
う
文

脈

に
て
ら
し

て
、
再
構
成

し
た
も

の

で
あ

る

こ
と
を
、

こ
と
わ

っ
て
お
く
。


