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親
鴛

に
お
け
る
憲
法

十
七
条

の
了
解

に

っ
い
て柳

瀬

彰

弘

親
鶯
が
聖
徳
太
子
を
崇
敬
し
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
如
く
で
あ
り
、

そ

の
崇
敬
の
念
が
、
当
時
の
仏
教
者
の
中
で
も
熱
烈
な
も
の
で
あ
る
こ

と
は
、
太
子
を

「和
国
の
教
主
」
と
し
て
讃
え
た
こ
と
か
ら
明
白
で
あ

る
。
か
か
る
親
鶯
が
、
今
日
で
も
太
子
の
思
想
を
物
語
る
う
え
で
、
も

っ
と
も
重
要
な
も
の
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
憲
法
十
七
条
に
つ
い

て
如
何
に
了
解
し
て
い
た
か
管
見
を
述
べ
て
み
た
い
。

先
ず
親
鶯
の
太
子
に
関
す
る
著
述
に
つ
い
て
尋
ね
て
み
る
と
、

一
っ

は

『尊
号
真
像
銘
文
』
そ
し
て

『
上
宮
太
子
御

記
』
(以
下

『御
記
』
と

略
す
)
さ
ら
に

一
連

の
和
讃
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
著
述
に
つ
い
て
概

略

を
述
べ
る
と
、
『
尊
号
真
像
銘
文
』
は
親
驚
八
十
六
歳

の
作
で

あ

り
、

そ
の
中

で

「皇
太
子
聖
徳

の
御
銘
文
」
と
題
し
て
二
つ
の
文
が
記
載
さ

れ
て
い
る
。

一
つ
は
百
済
の
阿
佐
の
太
子
に
対
す
る
崇
敬
の
念
を
述
べ

た
も
の
で
あ
り
、
も
う

一
つ
は
新
羅
の
日
羅

の
や
は
り
太
子
に
対
す
る

崇
敬
の
念
を
述
べ
た
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
文
を
記
載
し
た
後
、
そ

の
文
言
を
解
釈
し
て
い
る
。
次
に

『
御
記
』
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
八
十

五
歳
の
作
で
あ
り
、
こ
の

『
御
記
』
は

『
三
宝
絵
詞
』
を
も
と
に
し
て

作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
『
三
宝
絵
詞
』
と
は
九
八
四
年
に
成

立

し
、

源
為
憲
が
著
わ
し
た
、
い
わ
ば
仏
教
入
門
書
と
も
言
う
べ
き
性
質
の
書

物
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
上

・
中

・
下
巻
か
ら
成
り
、
仏

・
法

・
僧
の

三
宝
に
配
分
し
て
書
か
れ
て
お
り
、
そ
の
中
巻

に
太
子
伝
が
記
述
さ
れ

て
い
る
。
親
鷺
が
太
子
伝
を
製
作
す
る
の
に
何
故

『
三
宝
絵
詞
』
を
依

用
し
た
か
問
題
視
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
当
時
で
あ
れ
ば
太
子
伝

の

集
大
成
と
も
言
う
べ
き

『
聖
徳
太

子

伝

暦
』
(以
下

『伝
暦
』
と
略
す
)

が
あ
り
、
本
来
な
ら
こ
の

『伝
暦
』
を
も
と
に
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ

う
。
む
ろ
ん
親
鷲
が
こ
の

『
伝
暦
』
を
見
て
い
た
こ
と

は
、
『御
記
』

の
中
で

『
三
宝
絵
詞
』

の
太
子
伝
を
記
し
た
後

に
、
『
日
本

書

紀
』
や

『
伝
暦
』
さ
ら
に

『
日
本
霊
異
記
』
に
も
太
子
伝
が
あ
る
旨
の
こ
と
を

述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
る
に
親
鷺
は

『
御
記
』

に

『
三
宝
絵
詞
』
を
依
用
し
、
ほ
ぼ
原
文

の
ま
ま
書
写
し
、
そ
の
後

に

増
補
す
る
か
た
ち
で

『
日
本
三
宝
感
通
集
』
や

『
松
子
伝
』
の
一
部
力

引
用
し
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
考
え
て
、

こ
の

『
御
記
』
は
、
親

鷲

の
積
極
的
な
意
志
で
も

っ
て
、
親
驚

の
了
受
す
る
太
子
伝
を
著
わ
し
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た
と
私
は
考
え
る
。
そ
し
て

一
連

の
和
讃
に
つ
い
て
、
ま
ず

『
正
像
未

和
讃
』
で
あ
る
。

こ
の
和
讃
に
は
草
稿
本

・
初
稿
本
と
呼
ぼ
れ
る
も
の

と
蓮
如
の
花
押

の
あ
る
文
明
開
版
本
が
注
目
で
き
る
。
こ
の
中
で
草
稿

本
に
太
子

に
関
す
る
和
讃
が
二
首
あ
り
、
ま
た
文
明
開
版
本
の
中
に
は

「皇
太
子
聖
徳
奉
讃
」
と
い
う
題
を
冠
し
て
十

二
首
歌
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
和
讃
の
製
作
年
代
は
、
お
よ
そ
八
十
五
歳
よ
り
八
十
八
歳
頃

に
か
け
て
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
和
讃
は
根
本
資
料
が
不

明
確
な

こ
と
や
、
そ

の
内
容
か
ら
鑑
み
て
親
鶯
の
太
子
に
対
す
る
崇
敬

の
念
の
表
白
を
和
讃
化
し
た
も
の
と
言
い
た
い
。
次
に

『
大
日
本
国
粟

散
王
聖
徳
太
子
奉
讃
』
で
あ
る
が
、

こ
の
和
讃
は

『
真
宗
遺
文
纂
要
』

に
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
奥
書
よ
り
八
十
五
歳

の
作
と

考
え
ら
れ

る
。
和
讃
の
数
は
百
十
四
首
で
、
『
三
宝
絵
詞
』
に
記

載

さ

れ
て
い
る
太
子
伝
を
、

一
部
前
後
す
る
と
こ
ろ
は
あ
る
が
、
ほ
ぼ
全
般

に
わ
た
り
詳
細
に
和
讃
に
し
て
い
る
。
た
だ
こ
の
和
讃
の
冒
頭
二
首
に

次
の
も

の
が
書
か
れ
て
あ
る
。

和
國
の
教
主
聖
徳
皇

廣
大
恩
徳
謝
し
が
た
し

一
心
に
蹄
命
し
た
て
ま
つ
り

奉
讃
不
退
な
ら
し
め
よ

ほ
め
た
て
ま
つ
る
こ
と
じ
り
そ
か
さ
れ
と
な
り

上
宮
皇
子
方
便
し

和
國
の
有
情
を
あ
わ
れ
み
て

如
來
の
悲
願
を
弘
宣
せ
り

慶
喜
奉
讃
せ
し
む
べ
し

よ
ろ
こ
ひ
ほ
め
た
て
ま
つ
れ
と
な
り

こ
の
こ
と
か
ら
親
驚
が

「
和
国
の
教
主
」
と
し
て
の
太
子
伝
を
和
讃
化

し
た
と
私
は
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
も
う

二
つ

『
皇
太
子
聖
徳
奉
讃
』

が
あ
り
、
こ
れ
は
八
十
三
歳
の
作
で
そ
の
数
は
七
十
五
首
で
あ
る
。

こ

の
和
讃
は
前
述

の
和
讃
の
よ
う
に
太
子
伝
を
歌

っ
た
も
の
で
は
な
く
、

い
く

つ
か
の
書
物
を
も
と
に
仏
者
太
子
の
治
蹟
を
和
讃
化
し
た
も
の
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
親
鷲
の
太
子
観
を
和
讃
に
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
親
鶯
の
太
子
に
関
す
る
著
述
を
伺

っ
て
き
た
の
で
あ
る

が
、

こ
の
中
で
憲
法
十
七
条
に
対
す
る
記
述
を
尋
ね
て
み
る
と
、
最
後

に
挙
げ
た

『
皇
太
子
聖
徳
奉
讃
』
に
の
み
見
出

し
得
る
こ
と

が

で
き

る
。
そ
こ
で
も
う
少
し
こ
の
和
讃
に
つ
い
て
考

え
て
み
る

こ

と

と

す

る
。
こ
の
和
讃
は

『
四
天
王
寺
御
手
印
縁

起
』
(以
下

『御
手
印
縁
起
』

と
略
す
)
を
中
心
と
し
て
製
作
さ
れ
て
い
る
。

具
体
的
に
述
べ

る

と
、

『御
手
印
縁
起
』
に
よ
る
も
の
が
七
十
五
首
中
四
十

一
首
も
あ
り
、
他
の

和
讃
は

『
伝
暦
』
・
『
三
宝
絵
詞
』
・
『
日
本
三
宝
感
通
集
』
・
『
松
子
伝
』

等
に
よ

っ
て
い
る
。
さ
ら
に
末
尾
に

『御
手
印
縁
起
』
の
奥
書
が
書
写

さ
れ
て
お
り
、

こ
の
こ
と
は
親
驚
が
こ
の
和
讃

を

『
御
手
印
縁
起
』
に

準
じ
て
製
作
し
た
も

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
当
時

『
御
手
印
縁

起
』
を
拝
見
し
、
書
写
す
る
こ
と
が
太
子
奉
讃

の
行
業
の

一
つ
と
な
っ

て
い
た
こ
と
と
相
倹

っ
て
、
親
驚
は
太
子
の
恩
徳
報
謝
を

基

盤

と

し

て
、
太
子
観
を
謳
歌
し
た
と
考
え
た
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
え

て
、
憲
法
十
七
条
に
関
す
る
和
讃
を
尋
ね
て
み
る
こ
と
と
す
る
。
憲
法

十
七
条
に
つ
い
て
の
和
讃
は
末
尾
三
首
の
と
こ
ろ
に
次

の
も

の
が

あ

る
。け

む
じ
や
う

だ
い
に

ぼ
う

く
ぎ
や
う

憲
章

の
第

二
に
の
た
ま
は
く

三
寳

に
あ

つ
く
恭
敬

せ
よ

親
驚
に
お
け
る
憲
法
十
七
条
の
了
解
に
つ
い
て

(柳

瀬
)
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親
鷲
に
お
け
る
憲
法
十
七
条
の
了
解
に
つ
い
て

(柳

瀬
)

し
や
う

ま
ん
ご
く

と
う
り
や
う

四
生

の

つ
い
の
よ
り
ど

こ
ろ

萬
國
た
す
け

の
棟
梁
な
り

は
ん
こ
く

む
ね
と
す
と
い
ふ
な
り

く
ゐ

ぼ
う

い
つ
れ

の
よ
い
つ
れ

の
ひ
と
か
蹄

せ
ざ
ら
む

三
寳

よ
り
ま

つ
ら
ず
ば

い
か
で
か
こ
の
よ
の
ひ
と
ぐ

の

ま
が

れ
る
こ
と
を
た

父
さ
ま

し

と
め
る
も
の
ゝ
う
え
は

い
し
を
み
つ
に
い
る
ゝ
が
ご
と
く
な
り
,
 

と
も
し
き
も
の
ゝ
あ
ら
そ
ひ
は

み
つ
を
い
し
に
い
る
ゝ
に
に
た
り
け
り

こ
れ
ら

の
三
首
は
憲
法

の
二
条
と
五
条
に
よ

っ
て
い
る

も

の

で
あ

る
。
二
条

で
は
憲
法
全
体
を
通
し
て
仏
教
が
も

っ
と
も
明
確
に
述
べ
ら

れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
う
、
五
条
に
つ
い
て
は
根
本
的
蹴
人
間
性
に
対

す
る
戒
め
が
述
べ
ら
れ
て
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
事
柄
に
親
鶯
が
注
目
し

た
こ
と
は
、
親
鷲
の
憲
法
十
七
条
の
了
解
に
お
い
て
示
唆
を
与
え
る
も

の
で
あ
る
が
、
た
だ
問
題
視
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ

ち
こ
の
和
讃
が
親
鶯
著
述
時
の
原
形
の
姿
を
と
ど
め
て
今
日
現
存
し
て

い
る
の
か
否
か
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
多
屋
頼
俊
先
生
が

『
和
讃
史
概

説
』
の
中

で
指
摘
さ
れ
て
い
る
如
く
、

お
そ
ら
く
原
形
の
ま
ま
で
な
い

と
思
わ
れ
る
。
し
た
が

っ
て
他
に
憲
法
に
関
す
る
和
讃
が
あ

っ
た
も
の

と
考
え
る

の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
さ
れ
ば
こ
の
三
首

の
和
讃
の
み
で
親

驚

の
憲
法
十
七
条
に
対
す
る
了
解
を
推
求
す
る
こ
と
は
極
ぬ
て
危
険
性

が
あ
る
。

こ
こ
で
私
は
、
太
子
の
治
蹟
を
述
べ
た
も

の
と
さ
れ
る
次
の

和
讃
に
つ
い
て
留
意
し
た
い
の
で
あ
る
。

お
も

太

子

の
御

と
し
三
十
三
,
 な

つ
四
月

に
は
じ
め
て
ぞ

け
む
ぱ
ふ
せ
い

で
う

み

そ
う

憲
法
製
し
て
十
七
條

御
て
に
て
書
し
て
奏
せ
し
む

つ
く
り
た
ま
ふ

か
ゝ
せ
た
ま
ふ

け
む
し
や
う

わ
う
ぼ
ふ

き

ぼ

十
七
の
憲
章

つ
く

り
て
は

皇
法

の
槻
模
と
し
た
ま

へ
り

て
う
か

お
ん
お
ん

み

こ
く
ど

ぶ

ね
う

朝
家
安
穏

の
御

の
り
な

り

國

土
豊
饒

の
た
か
ら
な
り

く
に
ゆ
た
か
に
ゆ
た
か
な
ら
せ
む
と
な
り

こ
の
二
首

の
な
か
で
後

の
和
讃
に
注
目
し
た
い
。
す
な
わ

ち

こ
れ

は

「
『御
手
印
縁
起
』
に
よ
り
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
親
鷲

の
意
図
に
よ

る
典
拠
で
あ
る
な
ら
ば
、

こ
の
和
讃
に
語
ら
れ
る
内
容
は
、
親
鷲

の
憲

法
十
七
条
に
対
す
る
了
解
の

二
面
を
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
親
鷺

は
仏
法
と
王
法
ど
を
厳
し
く
区
別
し
て
お
り
、
前
述
の
如
く
親
驚
が
太

子
を

「
和
国
の
教
主
」
と
し
て
敬
い
、
さ
ら
に
信
じ
て
疑
わ
な
か

っ
た

こ
と
を
踏
え
て
推
求
す
る
な
ら
ぽ
、
太
子
の
著
述
さ
れ
た
も
の
は
、
仏

法
と
言

っ
て
も
過
言
で
は
な
く
、
あ
る
い
は
親
鷲
に
と

っ
て
少
な
く
と

も
仏
法
と
し
て
聞
え
た
に
ち
が
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
他
の
太
子
の
著

作
や
治
蹟
に
対
す
る
親
鷺
の
称
讃
か
ら
も
推
察
さ
れ

る
。
す

な

わ

ち

『
三
経
義
疏
』
は
も
と
よ
り

「
三
宝
の
詔
」
等

に
対
し
て
は
こ
の
う
え

庵
な
く
讃
え
て
い
る
。
む
ろ
ん
憲
法
十
七
条
に
於
い
て
も
特
詑
し
て
和

讃
を
製
作
し
て
い
る
こ
と
や
、
前
記
し
た
和
讃

の
内
容
か
ら
鑑
み
て
も

崇
敬
の
念
を
感
知
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
憲
法
の
底
流
に
仏
教
思
想

が
あ
る
に
し
て
も
、
や
は
り
王
法
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
と
こ
ろ
に
親

鷲
の
厳
し
い
視
座
が
窺
え
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。

<
キ
ー
ワ
ー
ド
>

憲
法
十
七
条
、
和
讃
、
王
法(大

谷
大
学
大
学
院
修
了
)
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