
                 

622
年
に
亡
く
な
っ
た
聖
徳
太
子
の
子
孫
は
643
年
、
蘇
我
入
鹿
に
攻
め
ら
れ
滅
亡
し
ま
す
。 

悲
劇
の
一
族
と
し
て
政
治
に
し
が
ら
み
が
な
く
な
っ
た
太
子
は
、
720
年
に
完
成
し
た
日
本
書
紀
で
は
半
ば

神
格
化
し
て
描
か
れ
、
739
年
に
太
子
の
斑
鳩
宮
に
夢
殿
が
建
て
ら
れ
る
な
ど
観
音
菩
薩
の
化
身
・
仏
教
の

守
護
者
と
し
て
信
仰
の
対
象
と
な
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
う
し
て
始
ま
っ
た
太
子
信
仰
が
底
流
に
あ
っ
て
、
743

年
に
大
仏
建
立
を
志
し
た
聖
武
天
皇
、
光
明
皇
后
の
仏
教
中
心
の
治
世
へ
と
実
を
結
ぶ
の
で
す
。 

平
安
時
代
末
期
、
末
法
思
想
の
下
で
救
世
主
を
求
め
る
が
如
く
、
1121
年
の
聖
徳
太
子
五
百
回
忌
は
盛
り
上

が
り
を
見
せ
ま
す
。
各
地
方
で
見
受
け
ら
れ
る
太
子
二
歳
像
（
南
無
仏
太
子
）、
十
六
歳
像
（
孝
養
太
子
）
、

三
十
五
歳
像
（
勝
曼
経
講
讃
像
）
、
四
十
五
歳
像
（
摂
政
像
）
は
、
太
子
絵
伝
の
絵
解
き
に
伴
い
、
地
方
に

仏
教
・
太
子
信
仰
が
伝
播
し
た
証
。
親
鸞
聖
人
は
、
ま
さ
に
そ
の
時
代
の
空
気
の
中
、
人
生
の
決
断
を
す
る

各
場
面
に
お
い
て
太
子
の
導
き
を
受
け
、
法
然
上
人
の
念
仏
の
教
え
に
帰
依
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

時
は
移
り
、
濃
尾
震
災
で
全
焼
の
憂
き
目
に
あ
っ
た
福
證
寺
は
、
聖
徳
太
子
造
の
由
縁
を
持
つ
阿
弥
陀
如
来

像
を
十
六
代
住
職
義
城
の
実
家
で
あ
る
関
ケ
原
町
真
念
寺
よ
り
招
来
し
、
ご
本
尊
と
し
て
お
迎
え
す
る
こ
と

と
し
ま
し
た
。
1930
年
に
は
聖
徳
太
子
千
三
百
回
忌
法
要
を
勤
修
し
、
山
門
と
板
塀
を
落
慶
。
門
脇
の
石
柱

に
は
「
聖
徳
太
子
御
作
本
尊 

福
證
寺
」
と
今
に
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。 

太
子
の
事
跡
に
学
び
な
お
す
こ
と
を
繰
り
返
し
、
私
た
ち
は
仏
教
に
縁
を
導
か
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
ま

す
。
こ
の
度
の
中
川
大
幹
仏
師(

米
原
市
在
住)
に
よ
る
聖
徳
太
子
像
造
立
が
、
私
た
ち
の
「
過
去
」
と
「
未

来
」
に
想
い
を
馳
せ
る
慶
び
の
「
今
」
と
な
る
こ
と
を
願
い
、
聖
徳
太
子
御
移
徙
法
要
を
勤
修
し
ま
す
。 

福
證
寺 

聖
徳
太
子
絵
伝 

南
無
仏
太
子 
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親
鸞
聖
人
は
十
九
歳
の
秋
、
磯
長

し

な

が

の
聖
徳
太
子
廟
で
夢
告

む

こ

く

を
う
け
ら
れ
た
と
い
い
ま
す
。
「
日
域

じ
ち
い
き

は
大
乗
相
応
の

地
」
「
汝

な
ん
じ

の
命

み
ょ
う

根 こ
ん

ま
さ
に
十
余
歳
な
る
べ
し
」
「
善
信
善
信
真
菩
薩
」
と
い
っ
た
聖
徳
太
子
の
夢
告
の
言
葉
は
、

「
日
本
の
仏
教
は
こ
れ
で
よ
い
の
か
」
、「
十
年
の
う
ち
に
結
果
を
出
さ
な
け
れ
ば
…
」、「
真
の
菩
薩
と
は
ど
う
あ

る
べ
き
か
」
と
い
う
問
い
が
若
き
聖
人
の
課
題
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。（
三
夢
記
・
親
鸞
聖
人
正
明
伝
） 

そ
の
、
十
年
の
区
切
り
を
迎
え
る
二
十
九
歳
。
京
都
の
六
角
堂
に
百
日
参
篭

さ
ん
ろ
う

さ
れ
た
親
鸞
聖
人
は
九
十
五
日
目
の

暁
、
「
行
者
、
宿
報

し
ゅ
く
ほ
う

に
て
た
と
い
女 に

ょ

犯 ぼ
ん

す
と
も
、
我
、
玉
女

ぎ
ょ
く
に
ょ

の
身
と
な
り
て
犯 ほ

ん

せ
ら
れ
ん
。
一
生
の
間
能 よ

く
荘

厳
し
て
、
臨
終
に
引
導
し
て
極
楽
に
生
ぜ
し
む
」
と
い
う
救
世
菩
薩
の
声
を
聞
か
れ
ま
し
た
。（
恵
信
尼
消
息
・
御
伝
鈔
）

「
行
者
宿
報
偈
」
で
な
い
と
の
説
も
あ
る 

当
時
、
救
世
菩
薩
は
太
子
の
本
地
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
在
家
仏
教
者
で
あ
る
太
子
よ
り
直
々
に
僧
侶
が
夫
婦
生

活
を
行
う
こ
と
の
認
諾

に
ん
だ
く

を
得
て
、
更
に
、「
一
切
群
生
に
こ
の
誓
願
の
旨
趣

し
い
し
ゅ

を
き
か
し
む
べ
し
（
取
意
）」
と
、 

「
僧
侶
が
伴
侶
を
得
る
仏
道
が
あ
る
こ
と
」
を
広
く
世
間
に
宣
説

せ
ん
ぜ
つ

す
る
よ
う
激
励
を
受
け
ま
す
。 

親
鸞
聖
人
は
、
こ
の
六
角
堂
参
篭
の
後
、
法
然
上
人
の
も
と
で
真
の
仏
道
に
出
遇
い
ま
す
。
流
罪
の
憂
き
目
に
も

遭
わ
れ
ま
し
た
が
、
示
現
の
と
お
り
に
東
国
で
家
族
を
得
て
、
市
井
の
念
仏
者
と
し
て
、
全
て
の
人
が
救
わ
れ
る

仏
教
に
生
涯
を
捧
げ
ら
れ
ま
し
た
。 

親
鸞
聖
人
が
太
子
に
抱
い
て
い
た
思
い
は
、
日
本
と
い
う
国
の
精
神
面
の
父
母
。
王
法
と
仏
法
、
理
想
の
君
主
。

そ
し
て
在
家
妻
帯
の
仏
教
者
の
道
し
る
べ
。
太
子
に
導
か
れ
、
慶
び
の
念
仏
の
一
生
を
過
ご
せ
た
感
謝
の
念
が 

「
弥
陀
の
本
願
信
ず
べ
し 

本
願
信
ず
る
ひ
と
は
み
な 

摂
取
不
捨
の
利
益
に
て 

無
上
覚
を
ば
さ
と
る
な
り
」 

と
い
う
聖
人
八
十
五
歳
、
最
後
の
夢
告
と
な
っ
て
結
実
し
た
の
で
し
ょ
う
。
私
た
ち
真
宗
門
徒
も
聖
人
と
同
様
に
、

精
神
の
父
母
、
国
の
在
り
方
、
在
家
妻
帯
の
仏
教
者
に
つ
い
て
学
び
を
深
め
て
い
く
べ
き
で
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

福
證
寺 

親
鸞
聖
人
絵
伝 

六
角
告
命 
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元
久
二
（
1205
）
年
七
月
二
十
九
日
、
親
鸞
聖
人
は
法
然
上
人
の
真
影
の
図
画
を
許
可
さ
れ
、
讃
文
と
し
て
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」「
若
我
成
仏
十
方

衆
生 

称
我
名
号
下
至
十
声 

若
不
生
者
不
取
正
覚 

彼
仏
今
現
在
成
仏 

当
知
本
誓
重
願
不
虚 

衆
生
称
念
必
得
往
生
」
と
善
導
大
師
の
往

生
礼
讃
偈
か
ら
「
本
願
加
減
の
文
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
箇
所
を
お
書
き
い
た
だ
き
ま
し
た
。
平
成
26
年
の
研
修
旅
行
で
訪
れ
た
岡
崎
市
妙
源
寺
で
、
こ
の
絵
像
と
目

さ
れ
る
も
の
を
拝
見
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た 

教
行
信
証
後
序
に
記
載
さ
れ
る
こ
の
「
真
影
図
画
」
と
「
選
択
付
属
（
選
択
本
願
念
仏
集
の
書
写
）」
の
出
来
事
は
、「
悲
喜
の
涙
を
抑
え
て
由

来
の
縁
を
註
す
」
と
い
う
ほ
ど
に
、
親
鸞
聖
人
生
涯
の
喜
び
と
な
り
ま
し
た
。 

 

そ
こ
で
疑
問
と
な
る
の
は
、
「
聖
人
も
弟
子
に
同
様
の
こ
と
を
行
っ
て
い
る
の
で
は
？
」「
聖
人
は
ど
ん
な
こ
と
を
弟
子
に
伝
え
た
の
だ
ろ
う
」

と
い
う
点
で
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
五
十
年
後
の
建
長
七
（
1255
）
年
六
月
二
十
二
日
、
教
行
信
証
を
書
写
し
た
専
信
房
専
海
が
絵
師
の
法
眼
朝

円
に
聖
人
八
十
三
歳
の
姿
を
描
か
せ
た
も
の
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。（
安
城
御
影 

西
本
願
寺
蔵
） 

そ
こ
に
は
上
段
に
願
生
偈
（
抄
）、
中
段
に
無
量
寿
経
第
十
八
願
文
と
東
方
偈
の
一
部
な
ど
無
量
寿
経
下
巻
の
抜
粋
、
そ
し
て
鏡
御
影
と
同
じ
く

正
信
偈
の
文
二
十
句
が
直
筆
で
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
度
の
御
遠
忌
法
要
で
は
、
ほ
ぼ
全
て
の
讃
文
に
つ
い
て
勤
行
が
あ
り
ま
す
。
聖
人
が

生
涯
を
か
け
て
伝
え
た
か
っ
た
こ
と
を
御
遠
忌
法
要
の
お
勤
め
で
な
ぞ
ら
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。「
何
と
な
れ
ば
、
前 さ

き

に
生 う

ま

れ
ん
者
は

後 の
ち

を
導
き
、
後
に
生
れ
ん
者
は
前
を
訪

と
ぶ
ら

え
、
連
続
無
窮

む

ぐ

う

に
し
て
、
願
わ
く
は
休
止

く

し

せ
ざ
ら
し
め
ん
と
欲
す
（
道
綽
禅
師
安
楽
集 

教
行
信
証
後
序
に
て
引
用
）
」 

御
遠
忌
法
要
は
、
過
去
を
知
り
、
未
来
を
思
い
、
今
を
確
か
に
生
き
る
私
た
ち
の
大
切
な
仏
事
で
す
。 

妙
源
寺 

法
然
上
人
御
影 

 

西
本
願
寺 

安
城
御
影  
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仏
教
は
元
来
、
苦
悩
か
ら
の
解
放
を
説
く
教
え
で
す
。
老
病
死
を
内
包
し
た
「
生
」
と
い
う
苦
し
み
、
ま
た
、
愛
別
離
苦
や
怨
憎

お
ん
ぞ
う

会
苦

え

く

と

い
っ
た
人
間
関
係
の
苦
か
ら
の
解
脱
が
主
た
る
目
的
で
す
。 

世
界
の
各
地
で
は
、
釈
尊
が
さ
れ
た
よ
う
に
瞑
想
、
苦
行
な
ど
の
方
法
が
今
も
試
さ
れ
、
釈
尊
亡
き
あ
と
に
発
展
し
体
系
化
し
た
人
間

を
知
る
た
め
の
学
問
（
仏
教
学
）
も
大
い
に
学
ば
れ
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
そ
れ
ら
の
行
は
、
「
我
執
」
と
い
う
「
こ
だ
わ
り
」

に
気
づ
き
、
あ
る
が
ま
ま
に
物
事
を
受
け
止
め
る
た
め
に
行
う
と
い
う
方
向
性
を
持
っ
て
い
ま
す
。 

親
鸞
聖
人
の
念
仏
の
教
え
は
、「
こ
だ
わ
り
が
ど
う
に
も
捨
て
ら
れ
な
い
」
と
い
う
悲
し
い
身
の
事
実
を
誤
魔
化
さ
ず
に
見
据
え
、
全
て

の
人
を
共
に
学
び
合
っ
て
い
く
凡
夫
と
し
て
つ
な
が
り
あ
っ
て
い
く
人
生
を
歩
む
こ
と
の
で
き
る
唯
一
の
道
と
し
て
開
か
れ
ま
し
た
。

親
鸞
聖
人
の
伝
統
を
継
ぐ
私
た
ち
は
、
小
さ
い
頃
よ
り
先
達
に
導
か
れ
て
手
を
合
わ
せ
、
正
信
偈
・
和
讃
を
お
勤
め
し
、
仏
教
の
お
話

に
耳
を
傾
け
る
こ
と
の
で
き
る
人
生
を
賜
り
ま
し
た
。 

仏
法
の
道
は
い
つ
も
私
た
ち
の
目
の
前
に
あ
り
ま
す
。
一
方
で
、
仏
さ
ま
の
教
え
に
素
直
に
な
れ
な
い
自
分
が
い
ま
す
。
と
も
に
学
ぶ

朋
が
い
ま
す
。
一
方
で
、
朋
と
腹
を
割
っ
て
話
せ
な
い
自
分
が
い
ま
す
。
今
日
も
お
話
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
こ
う
。
お
勤
め
を
さ
せ
て

い
た
だ
こ
う
。
そ
う
や
っ
て
生
き
て
き
た
真
宗
門
徒
の
生
活
が
、
コ
ロ
ナ
禍
を
一
つ
の
契
機
に
変
わ
っ
て
い
く
の
を
感
じ
て
い
ま
す
。 

 

苦
を
感
じ
る
前
に
ま
ず
逃
げ
ま
し
ょ
う
と
い
う
指
針
を
よ
く
聞
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

学
校
、
会
社
、
家
庭
、
他
人
、
親
戚
、
近
所
付
き
合
い
、
我
慢
し
て
命
を
削
る
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
と
言
わ
れ
ま
す
。
健
康
寿
命
を

延
ば
す
こ
と
が
今
や
人
生
の
目
的
の
よ
う
で
も
あ
り
、
い
よ
い
よ
生
活
が
難
し
く
な
れ
ば
ば
早
く
お
迎
え
が
来
て
欲
し
い
と
無
理
を
言

う
。
仏
教
の
願
い
の
と
お
り
に
苦
か
ら
解
放
さ
れ
て
は
い
る
が
、
い
つ
の
間
に
か
健
康
な
生
の
享
受
だ
け
が
人
生
の
目
的
と
な
り
、
過

去
も
未
来
も
、
他
人
も
お
構
い
な
し
と
な
っ
て
は
い
な
い
で
し
ょ
う
か
。
釈
尊
は
苦
か
ら
逃
げ
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
苦
を
引
き
受

け
て
、
そ
の
苦
を
苦
と
感
じ
な
い
生
き
方
こ
そ
、
か
け
が
え
の
な
い
人
生
に
つ
な
が
る
こ
と
を
覚
ら
れ
た
の
で
す
。 

コ
ロ
ナ
後
の
新
し
い
暮
ら
し
が
始
ま
り
ま
す
。
お
寺
も
考
え
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
共
に
考
え
、
共
に
学
ん
で
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。 
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