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摂
政
と
法
王

(1
)

聖
徳
太
子
が
早
く
す
で
に
生
前
か
ら
法
王
大
王
と
称
せ
ら
れ
、
残
後

(2
)

に
は

「
和
国
の
教
主
」
と
た
た
え
ら
れ
た
こ
と
は
人
の
よ
く
知
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
し
か
し
太
子
は
ま
た
推
古
天
皇
元
年
 (五
九
三
)
 か
ら
そ
の

捜
年
 (六
二
二
)
 に
至
る
凡
そ
三
十
年
間
、
摂
政
皇
太
子
と
し
て
万
機
を

摂
録
し
、

飛
鳥
時
代
と
い
う
文
化
の
華
を
咲
か
せ
た
大
政
治
家
で
も
あ

つ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
摂
政
に
し
て
法
王
、
政
治
家
に
し
て
宗
教
家
た

る
と
こ
ろ
に
聖
徳
太
子
の
聖
徳
太
子
た
る
ゆ
え
ん
が
あ
り
、
そ
こ
に
そ

の
後
の
日
本
仏
教

の
大
乗
的
、
在
家
仏
教
的
発
展
の
根
源
を
探
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。
こ
う
し
た
見
地
か
ら
太
子
精
神
を
、
そ
の
政
治
原
理
に

お
い
て
考

え
て
見
た
い
と
思
う
。
今
は
主
と
し
て
日
本
書
紀
に
よ
り
、

文
治
と
軍
事

の
両
面
か
ら
研
究
す
る
。

文
治

聖
徳
太
子
の
政
治
原
理
と
い
え
ば
、
先
ず
第

一
に
考
え
ら
れ
る
も
の

は
十
七
条
憲
法
で
あ
ろ
う
。
見
方
に
よ

つ
て
は
十
七
条
全
部
が
太
子
の

政
治
理
念
だ
と
も
い
え
よ
う
。

こ
こ
で
は
こ
れ
を
そ
の
構
成
面
か
ら
考

え
て
見
る
。
十
七
条
憲
法
の
構
成
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
幾
度
か
発
表

(3
)

し
て
い
る
の
で
精
し
い
こ
と
は
そ
れ
ら
の
論
文
に
譲
り
、
今
は
必
要
な

部
分
を
抄
出
す
る
に
止
め
る
。
十
七
条
憲
法
の
十
七
と
い
う
数
は
、
管

子
の
天
道
九
、
地
理
八
を
合
計
し
た
数
で
あ

つ
て
、
恐
ら
く
は
陰
を
八

と
し
陽
を
九
と
す
る
意
味
も
あ
ろ
う
と
い
う
岡
田
正
之
博
士
の
説
に
従

い
た
い
。
こ
の
説
を
も

つ
て
十
七
条
を
検
す
る
と
、
第

一
条

の
終
り
の

部
分
が

「
何
事
不
レ成
」
で
あ
り
、
第
九
条
の
終
り
の
部
分
も

「
群
臣
共

信
、
何
事
不
レ成
。
群
臣
無
レ信
、

万
事
悉
敗
」
と
な
つ
て
い
る
。
第
九

条

の
場
合
、
主
た
る
部
分
は
前

の
部
分

「
群
臣
共
信
、
何
事
不
レ
成
」

に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
第

一
条

と
第
九
条
は
何
れ
も
何

事
不
成
で
終

つ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
次
に
第
十
条
の
終
り
の
部
分

を
見
る
と
、
「
是
以
彼
人
錐
レ
瞑
、
還
恐
二我
失
殉
我
独
錐
レ
得
、
従
レ
衆
同

挙
」
と
あ
り
、
第
十
七
条

の
終
り

の
部
分

は
、
「
唯
逮
レ論
二大
事

若

疑
レ有
レ
失
。
故
与
レ衆
相
弁
、
辞
則
得
レ
理
」
と
な
つ
て
い
る
。
「
還
恐
二

我
失
こ

と
い
い

「
若
疑
レ
有
レ失
」
と
い
う
の
は
何
れ
も
反
省
の
意
味
が

あ
り
、
「
何
事
不
レ成
」
と

い
う
積
極
的
な
決
断
と
は
対
照
的
な
関
係
で
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あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
次
に
「
何
事
不
レ成
」
で
一
括
さ
れ
た
前
半

の
九
条
を
見
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
条
の
冒
頭

の
綱
要
は
二

日
、
以
レ
和

為
レ
典貝
、
元
レ
件
為
レ宗
」
「
二
日
、
篤
敬
三
二
宝

こ
コ
ニ
日
、
承
レ詔
必
謹
」

の
ご
と
く
、
何
れ
も
命
・令
・形
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し

「
還
恐
二

我
失

こ

「
若
疑
レ有
レ失
」
で
括
ら
れ
た
後
半

の
八
条
を
見
る
と
そ
の
中

十
、
十

二
、
十
四
、
十
七
の
四
条
は

「
十
日
、
絶
レ
急
棄
レ瞑
不
レ
怒
二人

違

一」
、
「
十
二
日
、
国
司
国
造
、
勿
レ
敏
二百
姓
こ

の
ご
と
き
禁
止
形
で

あ
り
、
十
三
、
十
六
の
両
条
は
内
容
的
に
は
禁
止
の
意
味
が
強
く
、
し

た
が
つ
て
第
十
三
条
は

「
勿
レ
妨
二公
務
こ

を
以
て
結
び
、
第
十
六
条
は

「
不
レ
可
レ
使
レ
民
」
を
以
て
実
質
的
な
結
語
と
し
て
い
る
。
な
お
第
十

一
条
と
第
十
五
条
は
例
外
と
す
べ
き
で
あ
る

が
、
第
十

一
条
の

「
明
二

察
功
過
一賞
罰
必
当
」
は
第
六
条

の

「
懲
レ
悪
勧
レ善
、
古
之
良
典
」
と

対
応
し
、
第
十
五
条
の

「
背
レ私
向
レ
公
、
是
臣
之
道

」
は
そ
の
結
び

に

「
故
初
章
云
、
上
下
和
譜
、
其
亦
是
情
欺
」
と
あ
つ
て
、
第

一
条
の

「
上
和
下
睦
」
と
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
を
重
ね
て
前
半

に
出
す

こ
と
を
避
け
て
後
半
の
部
に
位
置
付
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
見
て
来
る
と
前
半
の
九
条
は
天
道
の
部
、
陽
の
部
で
あ

り
、
後
半
の
八
条
は
地
理
の
部
、
陰
の
部
で
あ
り
、
合
し
て
十
七
条
を

も

つ
て
天
地
、
陰
陽
の
道
理
を
表
わ
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
偽

そ
こ
で
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
十
七
条
の
構
成
の
骨
格
が
何
で
あ
る

か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
十
七
条
全
体
と
し
て
は
第

一
条
と
第
十
七
条

と
で
首
尾
照
応
し
、
ま
た
天
の
部
で
は
第

一
条
と
第
九
条
と
で
首
尾
照

応
し
、
地
の
部
で
は
第
十
条
と
第
十
七
条
と
で
首
尾
照
応
し
て
い
る
の

で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
意
味
で
は
、
第

一
条
、
第
九
条
、

第
十

条
、
第
十
七
条
の
各
条
に
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
位
置
に
相
当
す
る
意
義
が

あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

先
ず
第

一
条
で
あ
る
が
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
「
以
レ
和
為
レ貴
、

元
レ

件
為
レ
宗
」
の
章
で
あ
る
。
「
以
レ和
為
レ貴
」
の

出
典
は

『
論
語
』
学
而

篇

の

「
礼
用
レ和
為
レ貴
」
で
あ
る
が
、
論
語
以
外
に
も
用
例
が
あ
る
か

ら
、
必
ず
し
も
こ
れ
を
儒
教
思
想
で
の
み
解
釈

せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う

こ
と
は
あ
る
ま
い
。
む
し
ろ
和
は
元
杵
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る

が
、
杵
は

「
さ
か
ら
ひ
」
の
意
で
あ
る
か
ら
、

元
杵
は

「
さ
か
ら
ひ
な

し
」
で
あ
る
。
「
さ
か
ら
ふ
」
と
は
反
対
す
る
、
対
立
す
る
の
意
で
あ
り
、

件
の
も
つ
と
も
根
元
的
な
も
の
は
自
他
の
対
立
で
あ
ろ
う
。
元
杵
は
対

立
が
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
和
は
元
杵
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
仏
教
的

に
考
え
て
ゆ
く
と
、
和
と
は
自
他
の
対
立
を
超

え
た
縁
起
で
あ
る
と
い

う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
第
二
条
を
併
せ
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
第
二

条
は
篤
敬
三
宝
を
説
く
の
で
あ
る
が
、
三
宝
と
は
仏

・
法

・
僧
で
あ
る
。

し
か
し
太
子
は
こ
の
三
宝
の
中
で
も
特
に
法
を
重
視
せ
ら
れ
た
の
で
あ

る
。
「
則
四
生
之
終
帰
、
万
国
之
極
宗
、
何
世
何
人
、
非
レ貴
二
是
法
こ

と
い
う
時
、

三
宝
を
法
に
帰

一
せ
し
め
て
い
る

と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。
仏
教
の
第

一
原
理
と
も
い
う
べ
き
法

は
、
縁
起

の
法
で
あ

る
か

ら
、
聖
徳
太
子
が
四
生
之
終
帰
、
万
国
之
極
宗

と
し
て
仰

が
れ
た
法

聖
徳
太
子

の
政
治
原
理
 
(
藤

田
)
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聖
徳
太
子
の
政
治
原
理
 (藤

田
)

は
、
こ
の
縁
起
の
法
で
あ

つ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
つ

て
第

一
条

の
和
は
第
二
条
の
法
と
相
通
じ
る
も
の
で
あ
り
、
縁
起
で
あ

る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

和
を
貴
び
無
件
を
宗
と
す
る
と
い
つ
て
も
現
実
は
必
ず
し
も
そ
れ
が

容
易
に
実
現
す
る
世
界
で
は
な
い
。
「
人
皆
有
レ
党
、
亦
少
二達
者
幻
是
以

或
不
レ順
二
君
父
↓
乍
違
二隣
里
一」
、
そ
も
そ
も
こ
れ
が
現
実
で
あ
る
。
し

か
し
こ
の
世
界
に
処
す
る
方
法
が
な
い
で
は
な

い
。
そ

こ
で
太
子
は

レ
ド

モ

「
然

」
と
続
け
る
、
「
上
和
下
睦
、
譜
二於
論
マ
事
、
事
理
自
通
、
何
事

不
レ
成
」
と
そ
の
方
法
を
明
確
に
せ
ら
れ
て
い
る
。
上
和
下
睦
は
恐
ら
く

は
単
に
上
下
を
の
み
さ
す
も
の
で
は
な
く
、
「
或
不
レ順
二
君
父
画
乍
違
二

隣
里
こ

と
あ
る
こ
と
か
ら
見
て
も
隣
里
す
な
わ
ち
左
右
を
も
含

む
も

の
と
い
え
よ
う
。
さ
て
上
和
下
睦
と
は
、
上
下
関
係
を
対
立
と
は
見
ず
、

相
依
相
待

の
縁
起
と
見
る
こ
と
に
通
じ
よ
う
。
そ
の
上
で

「
譜
二於
論
マ

事
」
、す

な
わ
ち
納
得
の
ゆ
く
話
し
合
い
を
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
縁

起
観
に
立

つ
て
ど
こ
ま
で
も
納
得
の
ゆ
く
ま
で
話
し
合
い
を
す
す
め
る

の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
「
事
理
自
通
」
し
、
そ
れ
に
従
う
こ
と
に
よ

っ

て
、
「
何
事
不
レ
成
」
、す
な
わ
ち
成
ら
ざ
る
も
の
が
な
い
と
い
う
結
果
と

な
る
。

こ
れ
が
第

一
条

の
意
義
で
あ
ろ
う
。

第

一
条
に
照
応
す
る
も
の
は
第
十
七
条
で
あ
る
。
第

一
条
が
和
を
説

く
の
に
対
し
て
第
十
七
条
は
、
「
大
事
不
レ
可
二独
断
↓
必
与
レ衆
宜
レ論
」

と
衆
議

の
必
要
を
説
い
て
い
る
。
特
に
結
尾
に
「
故
与
レ衆
相
弁
、
辞
則

得
レ
理
」
と
あ
る
の
は
、
正
し
く
第

一
条

の
終
り

の

「
譜
二於
論
マ事
、

事
理
自
通
」
と
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
第

一
条
に
お
い
て
説

い
た
と
こ
ろ
を
、
十
七
条
憲
法
の
結
尾
と
し
て
、 
一
層
強
調
し
た
も
の

に
外
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
十
七
条
憲
法
の
主
た
る
原
理
で
あ
る
と
い

え
よ
う
。

そ
の
他
第
九
条
に

「
信
是
義
本
、
毎
事
有
レ信
」
と
あ
る
の
は
、
第

一

条
の
和

の
根
底
が
信
で
あ
る
こ
と
を
説
い
た
も

の
と
考
え
る
こ
と
が
で

き
、
第
十
条
に

「
絶
レ
念
棄
レ
瞑
、
不
レ
怒
二人
違

一」
と
あ
る
の
は
、
第

一

条
の

「
無
レ
杵
為
レ宗
」
と
同

一
趣
旨
に
出
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
第
十
条

と
第
十
七
条
と
が
結
尾
の
部
分
に
お
い
て
照
応

し
て
い
る
こ
と
に
つ
い

て
は
、
既
に

一
言
し
た
通
り
で
あ
る
。

(4
)

以
上
を
綜
合
し
て
い
え
る
こ
と
は
、
十
七
条
憲
法
に
示
さ
れ
て
い
る

政
治
の
根
本
原
理
は
、
縁
起
観
に
立
ち
対
話
に
よ
つ
て
政
治
を
行
う
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
法
王
大
王
聖
徳

太

子

の
政
治
原
理

で
あ

り
、

い
つ
の
時
代
に
も
妥
当
す
る
政
治
原
理
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
今

聖
徳
太
子
の
摂
政
時
代
を
考
え
て
見
る
と
、
少

く
も
表
面
は
内
外
と
も

に
平
穏
で
あ
り
、
こ
の
政
治
原
理
が
実
践
せ
ら
れ
た
こ
と
を
う
か
が
う

こ
と
が
で
き
よ
う
。

な
お
太
子
の
政
治
原
理
を
う
か
が
う
べ
き
資
料
と
し
て
は
、
て
の
外

に
も
三
経
義
疏

・
法
王
帝
説
等
が
あ
り
、
史
実

の
上
に
も
精
し
く
考
え

れ
ば
更
に
見
る
べ
き
も
の
が
あ
る
か
と
思
う
が
、
今
は
省
略
す
る
。

軍
事

聖
徳
太
子
の
軍
事
面
に
お
け
る
原
理
に
つ
い
て
は
従
来
比
較
的
軽
視
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さ
れ
が
ち
で
あ
つ
た
。
軍
事
と
文
治
原
理
と
し
て
の
和
と
は
必
ず
し
も

直
接
に
結

び
つ
か
な
か

つ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
太
子
と
い
え
ど

も
実
際
的
な
政
治
家
で
あ
る
か
ら
、
軍
事
を
抜
き
に
し
た
政
治
な
ど
の

あ
ろ
う
筈

は
な
い
。
否
太
子
は
軍
事
を
極
め
て
重
視
し
た
政
治
家

で
あ

つ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
に
つ
き
日
本
書
紀
に
よ

つ
て

少
し
く
考
え
て
見
た
い
。

先
ず
第

一
に
推
古
八
年
二
月
に
新
羅
、
任
那
と
相
攻
め
、
天
皇
が
任

那
を
救
わ
ん
と
欲
し
、
こ
の
歳
任
那
の
た
め
に
新
羅
を
討

つ
た
こ
と
を

挙
げ
た
い
。
し
か
し
こ
の
事
た
る
決
し
て

一
朝

一
夕
の
こ
と
で
は
な
い

の
で
あ

つ
て
、
推
古
四
年
二
月
に
は
将
軍
等
の
筑
紫
よ
り
上
京
し
た
こ

と
を
記
し
て
い
る
。
『
伊
予
風
土
記
逸
文
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
歳
十
月
に

は
太
子
が
慧
聡
法
師
、
蘇
我
馬
子
と
夷
与
村
 (道
後
)
 に
遊
ん
で
温
泉
の

効
験
を
見
、
碑
文

一
首
を
作

つ
た
と
あ
る
が
、
い
う
ま
で
も
な
く
こ
の

(5
)

地
は
後
の
伊
予
水
軍
河
野
氏
の
根
拠
地
で
あ
る
。
恐
ら
く
は
太
子
の
こ

の
行
も
、

そ
の
本
来
の
目
的
は
、
伊
予
水
軍
の
査
察
と
か
激
励
と
か
の

意
味
を
持

つ
も
の
で
あ

つ
た
と
思
わ
れ
る
。

な
お
上
原
和
氏
の

『
斑
鳩
の
白
い
道
の
う
え
に
』
に

よ
れ
ば
、
厩
戸

は
、
噛伊
予
国
に
お
け
る
彼
の
領
地
を
巡
行
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ

を
推
測
さ
せ
る
資
料
が
、

じ
つ
は
、
天
平
十
九
年
 (
七
四
七
)
 の

『
法
隆

寺
伽
藍
縁
起
井
流
記
資
材
帳
』
に
見
出
さ
れ
る
と
い
う
。
ま
た
伊
予
の

国
に
あ
る
法
隆
寺
領
は
十
四
力
処
に
及
ん
で
お
り
、
そ
の
中
の
骨
奈
島

は
い
ま
の
野
忽
那
島
で
あ
り
、
か
つ
て
の
伊
予
水
軍
の
根
拠
地
の
あ
つ

た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
お
こ
の
伊
予
国
か
ら
斑
鳩

の
法
隆
寺
の
あ
る
大

和
国
平
群
郡
ま
で
、
瀬
戸
内
海

・
大
阪
湾

・
大
和
川
沿
い
に
法
隆
寺
領

が
、
鎖
の
よ
う
に
つ
ら
な
つ
て
お
り
、
法
隆
寺
は
厩
戸
の
私
寺
で
あ

つ

た
か
ら
、
そ
れ
ら
の
所
領
は
厩
戸
自
身
が
押
え
て
い
た
も
の
で
あ
る
、

と
し
る
さ
れ
て
い
る
。

推
古
天
皇
の
十
年
二
月
に
は
、
太
子
の
同
母
弟
来
目
皇
子
を
撃
新
羅

将
軍
と
し
て
新
羅
を
討
た
し
め
ら
れ
た
が
、
四
月

皇
子
は
築
紫

に
至

り
、
六
月
病
臥
し
、
越
え
て
翌
十

一
年
二
月
に
逝
去
さ
れ
た
。
そ
こ
で

四
月
に
は
皇
子
の
兄
当
麻
皇
子
を
征
新
羅
将
軍
と
し
た
が
、
赴
任
の
途

申
王
妃
の
死
に
あ
い
、
都
に
引
返
し
て
遂
に
征
新
羅
の
こ
と
は
な
か

つ

た
。
そ
の
後
も
外
征
の
こ
と
は
な
く
て
、
十
五
年
に
は
小
野
妹
子
を
階

に
派
遣
す
る
等
の
こ
と
が
行
わ
れ
た
。
階
の
統

一
等
国
際
情
勢

の
変
化

に
と
も
な
い
、
廟
議
に
も
変
更
が
あ

つ
た
た

め

で
あ
ろ
う
。

こ
の
来

目
、
当
麻
二
皇
子
の
よ
う
な
皇
族
を
も

つ
て
将
軍

に
任
命

し
た

こ
と

は
、
従
来
例
を
見
な
い
こ
と
で
あ

つ
て
、
殊
に
来

目
皇
子
の
ご
と
き
同

母
弟
を
あ
て
た
こ
と
に
は
、
重
要
な
意
義
が
あ
る

の
で
は
な
い
で
あ
ろ

う
か
。
恐
ら
く
こ
の
征
新
羅
将
軍
に
は
、
外
に
国
威
を
顕
揚
す
る
と
共

に
、
内
に
も
ま
た
朝
廷
の
力
を
誇
示
し
、
諸
豪
族
を
こ
え
て
中
央
集
権

の
実
を
あ
げ
よ
う
と
す
る
の
意
図
が
あ
つ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
軍

は
そ
れ
を
備
え
る
だ
け
で
、
別
に
用
い
な
く
て
も
お
の
ず
か
ら
に
他
に

影
響
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

こ
の
場
合
も
或
い
は
そ
う
し
た
意
味
が
あ

つ
た
の
か
も
知
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

聖
徳
太
子
の
政
治
原
理
 (藤

田
)
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使
わ
な

い
軍
隊
と
い
つ
て
も
、
正
面
か
ら
使
わ
な
い
と
い
つ
た
の
で

は
、
軍
隊
を
保
有
す
る
意
義
が
な
く
な
つ
て
し
ま
う
。
し
か
し
太
子
が

軍
隊
を
使
う
こ
と
に
い
か
に
慎
重
で
あ

つ
た
か
は
、
こ
れ
を
山
背
大
兄

王
を
中
心
に
し
た
上
宮
王
家

の
蘇
我
入
鹿
に
よ
る
滅
亡
に
よ
つ
て
う
か

が
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
書
紀
に
よ
れ
ば
、
戦
え
ぱ
勝
算
あ
り
と
す
る

も
の
が
あ

つ
た
に
も
係
わ
ら
ず
、
父
聖
徳
太
子
の

「
諸
悪
莫
作

・
衆
善

奉
行
」
の

遺
告
に
従
つ
て
、
私
情
を
抑
え
、
最
後
に
は
、
三
輪
文
屋
君

(
6
)

の
必
勝

の
策
を
も
退
け
て
、
「
卿
の
云
う
所
の
如
く
ば
、
そ

の
勝

ち
な

む
こ
と
必
ず
然
ら
む
。
但
、
吾
が
情
に
十
年
百
姓
を
役
は
じ
と
翼
ふ
。

一
身
の
故
を
以
て
山豆
万
民
を
煩
労
ら
し
め
む
や
。
又
後
世
に
民
の
吾
が

故
に
由
り

て
己
が
父
母
を
喪

へ
り
と
言
ふ
こ
と
を
欲
せ
ず
。
量
其
れ
戦

勝
ち
て
後

に
方
に
丈
夫
と
言
は
む
や
。
夫
れ
身
を
損
ひ
て
国
を
固
く
せ

ぱ
、
亦
丈
夫
な
ら
ざ
ら
む
や
」
と

い
い
、
「
吾
が

一
身
を

ば
入
鹿

に
賜

(7
)

ふ
」
と

い

つ
て
、
子
弟
妃
妾

一
時
に
自
経
し
て
死
ぬ
に
至
つ
た
。

こ
の

一
事
は
太
子
直
接

の
こ
と
で
は
な
い
が
、
し
か
し
太
子
の
軍
隊
に
対
す

る
態
度
を
う
か
が
わ
し
め
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

結
語

以
上
の
所
説
、

こ
れ
を
要
約
す
れ
ば
、
聖
徳
太
子
の
政
治
原
理
は
、

文
に
お
い
て
は
、
和
す
な
わ
ち
無
件

の
縁
起
観
に
立
つ
て
対
話
し
、
事

理
を
明
ら
か
に
し
て
、
こ
れ
を
実
現
せ
ん
と
す
る
に
あ
つ
た
。
ま
た
武

に
あ
つ
て
は
、
軍
備
を
充
実
し
て
、
し
か
も
確
実
に
掌
握
し
、
用
い
ず

し
て
効
果

あ
ら
し
め
、
た
と
え
用
い
る
と
し
て
も
容
易
に
こ
れ
を
動
か

さ

な

い

こ
と

に
あ

つ
た

と

い
う

こ

と

が

で
き

よ

う
。

こ

れ
が

そ

の
政

治

原

理

の
大
綱

で
あ

る
。

1

『
伊
予
国
風
土
記
逸
文
』
の

「
湯
岡
碑
文
」
に

依
る
。

2
 
親
鷺
聖
人
の

「
皇
太
子
聖
徳
奉
讃
」
の

和
讃

に
依
る
。

3

「
憲
法
十
七
条

の
思
想
的
研
究
-
そ

の
構
造

と
そ
の
撰
者
-
(
聖
徳
太
子

研
究
第
四
号
)
」
(
藤

田

清
)
 参
照
。

4
 
縁
起
観

に
立
ち
対
話

に
よ

つ
て
処
理
す
る
あ
り
方

は
、
世
俗
化
と
し
て

こ
れ
を
多
方
面
に
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
私

は
こ
れ
を
応
用
仏
教

学
の
原
理

と
考
え

て
い
る
。

5

『
斑
鳩

の
白

い
道

の
う
え
に
』
(
上
原
和
)
、『
伊
予
文
化
史

の
研
究
』
(景

浦
稚
桃
)
 参
照
。

6
 
こ
の
日
本
書
紀

の
訓
読
は

『
神
典
 (
大
倉
精
神
文
化
研
究
所
刊
)
』
に
よ

る
。

7
 
山
背
大
兄
王

に
対
す
る
見
方

に
つ
い
て
は
、
金
戸
守

先
生

の
示
唆
を
得

た
。
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