
本

書
紀
」

の
欽
明
十
三
年
壬
申

の
条

に
見
え

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
両
者

の
十
四
年

の
距
り
に
つ
い
て
、
明
治
以
後
多

く
の
学
者

に
ょ
り
研
究
考
証
が
な
さ
れ
て
来
た
が
、

「
日
本
書
紀
」

の
紀
年

に
重
大
な
錯
簡

の
あ
る
事
が
推
測

さ
れ

る
よ
う

に
な

つ
て
来
た
為

に
、
今
目
で
は

一
般
に
、

五
三
八
年
、
即
ち
欽
明
戌
午
年

(日
本

書

紀
で
は
宣
化
天
皇
の
三
年

に
当
る
)
が
有
力

に
な

つ
た
。
し
か

し
そ

の
い
つ
れ
の
説
に
し
て
も
、
仏
教
が

六
世
紀

の
前
半

に
我
国

に
公
式

に
伝
柬
し
た
事

は
間
違

い
の
な

い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

我
国
と
外
国
と
の
交
り
が
記

の
上

に
あ
ら
わ
れ
て
く
る

の
は
、

「
日
本
書
紀
」

に
よ
る
と
崇
神
天
皇
十

一
年

(前
八
七
年
)
の
条

に
見
ら
れ
る
。

又
六
十
五
年

(前
三
三
年
)

に
は
、

「
任
那
国
蘇
那
偈
叱
知
を
遣

し
て
朝
貢

せ
し
む
、
任
那
は
筑
紫
国
を
去
る
二
千
余
里
、
北
、
海

を
阻
て
て
以
て
鶏
林

の
西
南

に
在
り
」

と
せ
ち
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
二
〇
〇
年

に
規
模

の
大
き
な

三
韓

と
の
交
渉
が
始
め
ら
れ
て
、
多
数

の
技
術
部
民

の
柬
朝
、
移

住
が

あ

つ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
い
ず
れ
も
伝
説
な
面
も
あ
り
、
殊

に

「
日
本
書
紀
」

の

年
代

に
は
大
幅
な
年
代
延
長
の
作
為
が
あ
り
、
必
ず
し
も

こ
の
年

代
を
以
て
正
確
な
史
実

と
し
て
比
較
す

る
事
は
出
来
な

い
が

、
し

か
し
な
が

ら
緩
漢

の
班
固

(?

ー
九
二
)

の
撰
ん
だ

「
前
漢
書
」
、

晋
の
陳
寿

(?
ー
二
九
七
)
の
え
ら
ん
だ

コ
ニ
国
志
」

の
魏
書

の

倭
人
伝

に
至
る
ま

で
倭
国
と
シ
ナ
と
交
渉
を
伝
え
る
記
録
は
少
な

く
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

そ
し
N
>
>o
o
年
以
談
日
韓
交
渉
の
事
実
、
四
〇
〇
年
以
後

の

朝
鮮
仏
教

の
流

盛
と
雄
略
朝

(四
五
七

l
i
七
九
)

に
於

い
て

の

帰
化
人

の
保
護
と
優
遇
、
こ
れ

に
応
じ

た
。
大
規
模
な
る
氏
族
の

結
成
移
住
の
事
実
な

ど
か
ら
見
る
と
、
、百
済

の
聖
明
王
が
仏
嫁
経

巻

を
朝
廷

に
献
上
し
た
と

い
う
と
こ
ろ

か
ら
、
仏
教
公
伝

の

一
世

紀

乃
至

一
世
紀
半

の
間
が
仏
教

の
私
伝
時
代
で
あ

つ
た
。

こ
の
よ

う

に
受
容
体
勢
の
流
れ

を
本
格
的

に
し

て
い
つ
た
時
期
と
も

い
え

る

の
で
あ
る
。

イ

ン
ード
仏

教

に
於
け
る
業
思

想

の
歴

史
的

展
開

山

崎

正

人

仏
教

に
於
て
は
仏
陀
の
説

か
れ
た
、
諸
行
無
常
、
諸
法
無
我
、
渥

_...6g.,..



槃
寂
静

の
三
法
印
を

た
て
、
仏
教

の
三
大
特
徴

と
し
て
居

る
。
就

中
諸
法
無
我
は
仏
陀
以
前
及
び
仏

陀
当
時
の
印
度

の
哲
学
及
び
宗

教

に
対
す

る
仏
陀
の
大
鉄
槌
と
も
云
う
べ
き
も
の
に
し
て
、
こ
れ

に
よ
つ
て
仏
教

の
根
本
基
盤
は
築

か
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
あ

る
が
為

に
内
道
た
る
仏
教

は
仏
教
以
外
の
宗
教
、
哲
学
、
思
想

た

る
外
道
と
常

に
衝
突
し
た
の
で
あ
る
。
古
来
、
無
我

に
つ
い
て
は

種

々
の
論
説
を
な
し
、
激
烈
な
論
陣
を
は
り
、
仏

陀
滅
后

、
部
派

の
対
立
が
激

化
す
る
に
至
り
尚
更
そ
れ

に
拍
車
を
か
け

て
来

た
。

我

を
認
め
る
か
、
否
か
は
、
仏
教
が
、
非
仏
教
か

の
区
別

の
明
確

化

す
る
所

に
し
て
、
重
要
な
ポ
イ
ソ
ト
で
あ
る
。
有
我
説

、
無
我

説

の
問
題

は
死
后

の
輪
廻
の
主
体
を

い
か
に
認
め
る
か
、
夂
現
世

の
出
世

の
差
別

は
何
故
か
と
云
う
事
と
当
然
問
題

に
な
る
所

に
し

て
、
そ

の
論
拠
た
る
業
に
関

す
る
論
説

は
仏
陀
以
前
、
仏

陀
当
時

に
於
て

一
大
問
題
で
あ

つ
た
。
大
体
業

に
つ
い
て

一
般
社
会

に
云

は
れ
た
の
は
非
常

に
古
く
、
東
洋

に
あ
つ
て
も
特

に
イ

ソ
ド
に
於

N
は
'
A
t
h
a
r
v
a
‐
V
e
d
a

に
そ

の
先
駆
的
思
想

の
萌
芽
が
見

ら
れ
る
。
そ
し
て

=
O
Ω9
昌
帥
ω
卿
傷
に
お
い
て
は
イ

ン
ド
独
特

の
業

な

る
思
想
が
完
成
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
仏
教
も

こ
の
業

思
想

を
受
け
容
れ
、
仏
教

は
仏
教
と
し
て
の
業
論
を
持

ち
展
開
し

た
事
が
知
ら
れ
る
。
仏
教

に
お
い
て

は
業
論
は
非
常

に
重
要
な
も

の
に
し
て
、
仏
陀

の
説
か
れ
た
縁
起

の
構
造
の
基
盤
と
も
云
わ
れ

る
も

の
で
あ
る
。

仏
陀
当
時
の
イ

ソ
ド
思
想
界

に
あ

つ
て
、
バ

ラ
モ
ソ
教
は
業
と
輪

廻
説
と
相
俟

つ
て
、
善
因
楽

果
、
悪
因

苦
果
を
そ

の
基
調
と
し
、

そ

の
果
が
尽
き
る
迄
は
三
世

に
亘

つ
て
輪
廻
し

つ
つ
そ
の
報
を
受

け
る

の
で
あ
る
と
し
て

い
る
。
業
説

は
当
時

の
六
師
外
道
に
お
い

て
も
重
要
な
問
題
と
し
て
論
究

せ
ら
れ

て

い
る
。
そ
れ
は
長
阿
含

経
11

矛
十
七
、
沙
門
果
経
に
見
る
事
が

出
来
る
。
そ
れ
を
列
記
す

る
とア

ジ
タ
、
ヶ
ー
サ
カ
ム
。ハ
リ
ー

毎
韻因
衄
川縁
一論

マ
ッ
カ
リ
、
ゴ
ー
サ
ー
ラ

宿
命
的

業
論

パ

ク
タ
、
ガ
ツ
チ
ヤ

ー
ヤ
ナ

一菜
否
定
論

プ

ー
ラ
ナ
、
カ
,ツ
サ
パ

無
因
無

業
論

サ
ソ
ジ

ヤ
ヤ
、
ベ
ー
ラ
ツ
テ
イ
ブ

ツ
タ

業
論
を
否
定
す
る
で

も
な
し
肯
定
す
る
で
も
な

し

ニ
ガ
ソ
タ
、

ナ
ー
タ
ブ

ツ
タ

宿

命
論
的
業
論

右

の
よ
引
な
思
想
を
背
景
と
し
、
仏
陀

の
と
ら
れ

た
態
度
は
原
始

経
典

の
各
所

に
見
ら
れ
る
が

、
人
間

の
吉
凶
禍
福
の
運
命
の
原
因
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に
つ
い
て
、
正
し
い
業
説
を
採
用

せ
ず
し
て
.
誤

つ
た
主
張
、
即

ち
宿
命
論
的
業
論
、
神
意
論
的
宿
命
論
、
無
因
無
縁
論
等
を
挙
げ

そ
れ
を
批
難
し
、
仏

陀
は
あ
く
ま
で
努
力
、
精
進
を
重
要
視
す
る

の
で
あ

る
。
増
支
部
三

・
コ
ニ
五
に
、

「
比
丘
等

よ
、
凡
そ
過
去
世

に
お

い
て
応
供
、
正
等
覚
者

で
あ

つ
た
所

の
世
尊

は
、
す
べ
て
業
論
者
、
業
果
論
老

禽
屮
噌
一
鷺
鋤
i

V
a
d
a

)
、
精
進
論
者

(
V
i
r.i

y
a
‐
V
a
d
a

)
で
あ
つ

た
」

と
述
べ
ら
れ
そ

の
立
場
を
表
明
せ
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
そ
の

業
説
は
単
な
る
業
説
で
は
な
く
、
無
我
説
、
縁
起
説
、
精
進
主
義

の
上

に
立

つ
業
論
で
あ

つ
た
。
し
か
る
に
仏
陀
滅
后
、
そ

の
業
思

想
を
正
し
く
把
握
し
、
正
し
く
理
解
し
、
い
か

に
伝
え
た
か
は
疑

問
の
は

さ
ま
れ
る
所

に
し
て
、
特

に
部
派
仏
教

に
お
い
て
は
、
そ

れ
が
誤
解
さ
れ
、
曲
解
さ
れ

た
点
が
少
な
く
な

い
ゆ
大
体
阿
昆

達

磨
の
業
説
は
慨
ね
、
阿
含
、
尼
柯
耶

に
説
か
れ
た
も
の
を

一
処
に

纒
め
、
説
明
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ

の
折
仏
教

の
理
解
が
異
な
り
、

立
場
が

異
つ
て

い
た
為

に
、
.結
果
と
し
て
諸
部
派

の
業
論

に
可
成

り
な
相
違
が
見
ら
れ
て
、
ど
の
部
派

の
業
説
が
仏
陀

の
業
説

に
近

い
か
、
又
遠
ざ
か
つ
た
も
の
か
と
云
う
事

に
目
を
向
け
る
必
要
が

あ
る
。

部
派
仏
教
中
、
説

一
切
有
部

に
し
ろ
、
正
量
部
、
犢

子
部

に
し
ろ
、

そ

れ
は
あ
る
種

の
誤
謬
を
な
し
て

い
る
。

こ
こ
に
世
親
の
成
業
論

が

著

わ
さ
れ
、
そ
の
誤
り
を
批
判
し
、
訂

正
し
仏
陀
の
示
さ
れ
た

身

、
語
、
意
の
三
業

の
正
し
き
理
解
が
必
要

な
る
事

を
力
説

し
て

い
る
。
そ
し
て
誤
り
解
さ
れ
た
業
説
を
又

元
の
正
し

い
業
説

に
引

戻

し
世
親

の
態
度
、
立
場
を
明
示
し
て
業

の
問
題

に

一
応

の
結
論

を

出
し
た
事

は
輝
か
し
き
功
績
と
云
わ
ね

ば
な
ら
な

い
。

同
じ
く
世
親

の
述
作
で
あ
る
倶
舎
論
は
、

昆
婆
沙
師
有
部
か
ら
経

部

へ
転
入
し
た
世
親
が
、
有
部
を
批
評

し
つ
つ
阿

逮
磨
の
綱
要
を

論

述
し
た
と
い
う
思
想
史
的
位
置
を
示
す

も

の
で
あ
る
に
対
し
.

世

親

の
成
業
論
は
唯
識

へ
転
入
す
る
直
前

と

い
う
点

に
位
置
す
る

も

の
と
見
ら
れ
、
成
業
論

の
方
が
大
乗
唯

識

へ
一
歩
を
進
め
た
も

の
で
あ
る
と
云
わ
れ
、
世
親
は
大
乗
教

と
し
て
の
瑜
伽

唯
識
説
を

知

り
、
そ
れ
に
よ
つ
て
影
響

も
せ
ら
れ
な

が
ら
、
ま
だ
大
乗

へ
の

転

回
の
機
を
も

つ
て
い
な
か
つ
た
。
そ
れ
が

兄
無
著

の
教

に
よ

つ
て
大
乗
教

へ
転
回
す
る
に
至

つ
た
。
瑜

伽
唯

識
説
を
知
識
し
な

が

ら
経
量
部
入
で
あ

つ
た
成
業
論

の
世
親

は
、
以
上

の
よ
う
な
思

想
史
的
な
位
置

に
位
し
た
と
判
断
す

る
事

が
出
来

る
。
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成
業
論
は
、
世
親
が

「
仏
教

に
於
け
る
業

の
問
題
」

に
つ
い
て
、

諸
学

派

に
於
け

る
夫

々
の
業

の
思
想
を
批
判
し
つ
つ
業

の
正
し

い

あ
り
方

を
弁
証
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、
業

の
問
題
を
中
心

に
し
た

所

の
仏
教
概
論
と
見
る
事
が
出
来

る
。
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