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今
年
は
聖
徳
太
子
が
世
を

去
っ
て
か
ら
１
４
０
０
年
と

い
う
大
き
な
節
目
に
当
た
り

ま
す
（
ち
な
み
に
、
近
年
聖

徳
太
子
と
い
う
人
物
が
果
た

し
て
実
在
し
た
か
ど
う
か
、

歴
史
学
者
の
間
で
疑
問
視
す

る
向
き
が
あ
る
よ
う
で
す

が
、
こ
こ
で
は
実
在
し
た
こ

と
に
し
て
話
を
進
め
ま

す
）
。

昔
学
校
で
習
っ
た
よ
う

に
、
聖
徳
太
子
は
、
十
七
条

憲
法
を
制
定
（
６
０
４
年
）

し
た
り
、
冠
位
十
二
階
を

制
定
し
た
り
し
て
、
日
本
と

い
う
国
の
基
礎
を
築
き
ま

し
た
が
、
外
交
面
で
は
遣
隋

使
を
派
遣
（
６
０
７
年
）
し

て
中
国
と
正
式
な
交
流
を

始
め
ま
し
た
。
そ
の
時
に
初

代
遣
隋
使
の
小
野
妹
子
に

持
た
せ
た
隋
の
煬
帝
宛
て
の

国
書
に
「
日
出
ず
る
処
の
天

子
、
書
を
日
没
す
る
処
の
天

子
に
致
す
、
恙
（
つ
つ
が
）

無
き
や
」と
書
か
れ
て
お
り
、

こ
の
文
言
が
煬
帝
を
激
怒
さ

せ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す
。

ど
の
程
度
激
怒
し
た
か
は

っ
き
り
し
ま
せ
ん
が
、
中
国

か
ら
見
れ
ば
、
ア
ジ
ア
の
端

っ
こ
の
島
国
か
ら
当
時
す
で

に
世
界
有
数
の
大
国
の
元
首

に
宛
て
た
公
文
書
と
し
て
は

か
な
り
高
姿
勢
で
あ
っ
た
こ

と
は
確
か
で
、
カ
チ
ン
と
来

た
の
も
う
な
ず
け
ま
す
。

し
か
し
、太
子
と
し
て
は
、

日
本
は
そ
の
辺
の
中
国
の
属

国（
朝
貢
国
家
）と
違
っ
て
、

し
っ
か
り
し
た
独
立
国
で
あ

る
と
い
う
プ
ラ
イ
ド
を
示

し
、
相
手
か
ら
見
く
び
ら
れ

る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
対
等

に
交
際
し
た
い
と
い
う
姿
勢

を
表
し
た
も
の
で
し
ょ
う
。

そ
の
意
気
込
み
と
気
迫
は
感

動
的
で
す
。
そ
し
て
、
こ
れ

こ
そ
が
昔
も
今
も
日
本
の
対

中
外
交
の
基
本
姿
勢
で
あ
る

と
思
い
ま
す
。

そ
の
後
隋
は
短
命
で
滅
び
、

６
１
８
年
に
唐
に
変
わ
っ
た

の
で
、
遣
唐
使
が
派
遣
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
、
中
国
か
ら

さ
ま
ざ
ま
な
文
物
が
日
本
に

持
ち
込
ま
れ
、
文
化
的
に
大

き
な
影
響
を
受
け
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、玄
宗
皇
帝
の
時
代

に
、
皇
帝
自
身
が
絶
世
の
美

女
楊
貴
妃
に
う
つ
つ
を
抜
か

し
て
い
る
間
に
、
内
乱
が
頻

発
し
、国
は
荒
廃
し
て
し
ま
っ

て
、
も
は
や
中
国
か
ら
学
ぶ

べ
き
も
の
は
無
い
と
い
う
こ

と
で
、
平
安
時
代
に
菅
原
道

真
の
進
言
で
遣
唐
使
制
度
を

廃
止（
８
９
４
年
）し
ま
す
。

こ
の
あ
た
り
か
ら
日
本

は
、
中
国
文
化
の
影
響
を
強

く
受
け
な
が
ら
も
、
徐
々
に

日
本
独
自
の
文
化
を
発
展
さ

せ
て
い
き
ま
す
。
両
国
間
の

交
流
も
低
調
に
な
り
ま
し
た

が
、
鎌
倉
時
代
に
な
る
と
、

突
然
中
国
（
元
�
蒙
古
）
の

軍
が
朝
鮮
（
高
麗
）
軍
を
率

い
て
大
挙
し
て
攻
め
て
き
ま

し
た
。
国
難
来
る
！

文
永

の
役
（
１
２
７
４
年
）
、
弘

安
の
役
（
１
２
８
１
年
）
で

す
。
こ
の
時
も
、
幕
府
執
権

の
北
条
時
宗
は
、
事
前
に
、

日
本
の
隷
従
を
迫
っ
た
文
書

を
携
え
て
来
日
し
た
使
者
を

決
然
と
切
り
捨
て
た
と
か
。

そ
し
て
北
九
州
の
玄
界
灘

に
防
壁
を
築
き
、
全
国
の
勇

猛
な
武
士
を
総
動
員
し
て
、

元
寇
を
撃
退
し
ま
し
た
。「
神

風
」
が
吹
い
た
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
が
、
実
際
に
は
た

ま
た
ま
う
ま
い
具
合
に
台
風

が
や
っ
て
き
て
、
一
夜
の
う

ち
に
敵
の
軍
船
を
沈
め
て
く

れ
た
た
め
、
奇
跡
的
に
完
勝

に
終
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
の

よ
う
で
す
。

私
も
先
年
、
所
用
で
福
岡

へ
行
っ
た
時
、
博
多
湾
の
志

賀
島
ま
で
サ
イ
ク
リ
ン
グ
し

て
、
元
寇
に
備
え
て
築
い
た

防
塁
の
遺
跡
を
い
く
つ
か
見

学
し
ま
し
た
が
、
往
時
の
鎌

倉
武
士
の
心
意
気
が
感
じ
ら

れ
て
ち
ょ
っ
と
感
激
し
た
記

憶
が
あ
り
ま
す
。

（
２
面
に
続
く
）

日
中
関
係
１５００
年
の

歴
史
の
教
訓

中
国
と
ど
う
付
き

合
っ
て
い
く
べ
き
か

体
験
的
対
中
外
交
論（
そ
の
４
）

聖
徳
太
子
が

示
し
た
プ
ラ
イ
ド

元
寇
を
撃
退

し
た
鎌
倉
武
士



そ
の
後
、
中
国
は
明
、
清

と
時
代
が
変
わ
り
、
日
本
も

室
町
、
戦
国
時
代
を
経
て
江

戸
時
代
に
な
り
、
徳
川
幕
府

の
鎖
国
政
策
で
中
国
と
の
交

流
（
貿
易
）
も
制
限
さ
れ
ま

し
た
。
そ
れ
で
も
三
河
出
身

の
徳
川
家
康
が
仏
教
を
重
ん

じ
、
儒
学
、
と
り
わ
け
朱
子

学
（
陽
明
学
）
を
、
封
建
的

な
身
分
制
度
の
維
持
に
プ
ラ

ス
だ
か
ら
と
い
う
理
由
で
奨

励
し
た
こ
と
も
あ
り
、
日
本

人
の
漢
学
の
素
養
は
一
段
と

深
ま
り
ま
し
た
。

寺
子
屋
で
は
論
語
な
ど
四

書
を
徹
底
的
に
教
え
た
の

で
、
江
戸
時
代
の
日
本
の
エ

リ
ー
ト
の
中
国
理
解
の
レ
ベ

ル
は
か
な
り
高
か
っ
た
よ
う

で
す
。
そ
の
影
響
は
現
在
の

日
本
人
に
も
根
強
く
残
っ
て

お
り
、
私
な
ど
も
そ
の
一
人

だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
と
く

に
中
学
生
の
頃
、
漢
文
、
漢

詩
に
は
ま
っ
て
し
ま
い
、
将

来
は
漢
文
の
先
生
に
で
も
な

ろ
う
か
と
思
っ
た
時
期
も
あ

り
ま
す
。

さ
て
、
こ
ん
な
具
合
に
日

中
関
係
１
５
０
０
年
の
歴
史

を
た
ど
る
と
キ
リ
が
な
い
の

で
こ
の
辺
で
端
折
り
ま
す

が
、
要
す
る
に
聖
徳
太
子
以

来
江
戸
時
代
ま
で
の
両
国
関

係
は
、
若
干
の
突
発
的
事
件

（
元
寇
な
ど
）
を
除
き
、
比

較
的
平
穏
、
と
い
う
か
、
む

し
ろ
没
交
渉
に
近
い
状
態
が

長
く
続
き
ま
し
た
。だ
か
ら
、

例
え
ば
朝
鮮
や
ベ
ト
ナ
ム
の

よ
う
な
中
国
と
地
続
き
の
隣

国
と
違
っ
て
、
日
本
は
直
接

的
な
中
国
の
侵
略
を
受
け
る

と
か
、
逆
に
日
本
が
中
国
に

攻
め
て
い
く
と
い
う
よ
う
な

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。一

つ
の
例
外
は
、
豊
臣
秀

吉
の
２
度
の
朝
鮮
出
兵
（
文

禄
、
慶
長
の
役
）
で
、
秀
吉

は
朝
鮮
制
圧
の
後
中
国
本
土

か
ら
天
竺
（
イ
ン
ド
）
の
辺

ま
で
遠
征
す
る
計
画
だ
っ
た

ら
し
い
で
す
が
、
朝
鮮
出
兵

の
段
階
で
、
中
国
の
増
援
を

得
た
朝
鮮
軍
に
手
こ
ず
り
、

結
局
撤
退
。
中
国
と
直
接
戦

う
に
は
至
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
も
し
信
長
が
生
き
て
い

て
、
秀
吉
と
一
緒
に
出
兵
し

て
い
た
ら
、
中
国
軍
と
の
直

接
対
決
の
可
能
性
も
あ
っ
た

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

と
い
う
わ
け
で
、
明
治
維

新
で
日
本
が
開
国
し
、
近
代

化
す
る
ま
で
は
日
中
が
正
面

か
ら
軍
事
衝
突
す
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

当
時
、
中
国
（
清
）
は
ア

ヘ
ン
戦
争
（
１
８
４
０
〜
４２

年
）
で
英
国
を
は
じ
め
と
す

る
西
欧
列
強
に
こ
て
ん
こ
て

ん
に
や
ら
れ
、
清
王
朝
は
す

っ
か
り
弱
気
に
な
っ
て
い

た
、
つ
ま
り「
眠
れ
る
獅
子
」

の
状
態
で
、
ま
と
も
に
戦
う

体
制
に
な
か
っ
た
の
で
、
案

外
日
本
軍
が
朝
鮮
を
超
え
て

中
国
大
陸
に
侵
攻
し
、
そ
の

一
部
を
占
領
し
て
い
た
可
能

性
は
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
英

国
な
ど
が
そ
れ
を
黙
認
す
る

と
は
思
え
ず
、
結
局
中
途
半

端
に
終
わ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
想
像
し
ま
す
。

日
中
が
本
格
的
に
戦
っ
た

の
は
日
清
戦
争
（
１
８
９
４

〜
９５
年
）
が
初
め
て
で
、
こ

の
時
は
、
海
軍
力
に
優
れ
た

明
治
日
本
が
圧
勝
し
ま
し

た
。
中
国
（
清
）
は
、
軍
艦

建
造
費
を
西
太
后
が
遊
興
費

な
ど
に
無
駄
遣
い
し
て
し
ま

っ
て
、
戦
力
的
に
最
低
だ
っ

た
の
で
、
負
け
る
べ
く
し
て

負
け
た
わ
け
で
す
。
お
ま
け

に
戦
後
、
中
国
は
日
本
に
多

額
の
賠
償
金
を
支
払
っ
た
の

で
、
財
政
的
に
も
大
き
な
ダ

メ
ー
ジ
を
受
け
ま
し
た
。
ま

さ
に
踏
ん
だ
り
蹴
っ
た
り
で

す
。
そ
う
し
た
惨
め
な
状
況

の
中
か
ら
、
孫
文
や
蒋
介
石

が
登
場
し
、
辛
亥
革
命
（
１

９
１
１
年
）
で
清
王
朝
を
倒

し
、
新
中
国
建
設
の
模
索
が

始
ま
り
ま
す
。

こ
う
し
た
長
い
両
国
の
歴

史
を
振
り
返
っ
て
一
つ
は
っ

き
り
言
え
る
こ
と
は
、
聖
徳

太
子
の
時
代
か
ら
明
治
時
代

ま
で
の
両
国
は
、
雌
雄
を
決

す
る
よ
う
な
決
定
的
な
争
い

を
経
験
せ
ず
に
、
し
た
が
っ

て
、
ど
ち
ら
が
本
当
に
強
い

か
は
は
っ
き
り
し
な
い
ま

ま
、
お
互
い
に
何
と
な
く
相

手
を
意
識
し
な
が
ら
も
、
ほ

ど
ほ
ど
に
付
き
合
っ
て
き
た

と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。
。

そ
れ
が
一
気
に
逆
転
し
た

の
は
２０
世
紀
初
頭
以
降
の
こ

と
で
、
日
露
戦
争
勝
利
で
圧

倒
的
に
優
勢
に
な
っ
た
日
本

は
、
余
勢
を
か
っ
て
、
朝
鮮

併
合
（
１
９
１
０
年
）
、
続

い
て
中
国
東
北
部
に
進
出

し
、
そ
こ
に
「
満
州
国
」
と

い
う
名
の
傀
儡（
か
い
ら
い
）

国
家
を
建
設
（
１
９
３
２

年
）
。
さ
ら
に
「
満
州
事
変
」

（
柳
条
湖
事
件
、
１
９
３
１

年
）
、
「
支
那
事
変
」
（
盧

溝
橋
事
件
、
１
９
３
７
年
）

を
経
て
日
中
戦
争
へ
と
エ
ス

カ
レ
ー
ト
し
て
い
き
ま
す
。

し
か
し
、
調
子
に
乗
っ
た
日

本
は
、
広
大
な
泥
沼
の
よ
う

な
中
国
本
土
に
足
を
と
ら
れ

て
し
ま
い
、
お
ま
け
に
欧
米

列
強
を
敵
に
回
す
こ
と
に
な

り
、
敗
退
し
ま
し
た
。

一
方
、
中
国
内
で
は
毛
沢

東
が
実
権
を
握
り
、
太
平
洋

戦
争
（
大
東
亜
戦
争
）
後
、

蒋
介
石
一
派
を
台
湾
に
押
し

込
め
、
共
産
主
義
に
よ
る
新

国
家「
中
華
人
民
共
和
国
」を

建
設
（
１
９
４
９
年
）、今
日

に
至
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

毛
沢
東
が
創
っ
た
共
産
中

国
は
、
か
つ
て
の
、
ど
の
時

代
の
政
権
よ
り
も
強
固
に
見

え
ま
す
。
し
か
も
国
連
の
安

全
保
障
理
事
会
の
常
任
理
事

国
と
い
う
特
権
的
地
位
を
与

え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
自
分

に
不
利
な
国
連
の
決
定
に
は

す
べ
て
拒
否
権
を
行
使
で
き

ま
す
。
お
ま
け
に
、
核
不
拡

散
条
約
（
Ｎ
Ｐ
Ｔ
）
上
、
核

兵
器
保
有
を
公
認
さ
れ
て
お

り
、
現
に
日
本
を
何
回
も
全

滅
さ
せ
る
だ
け
の
核
ミ
サ
イ

ル
を
持
っ
て
い
ま
す
。
現
在

約
３
２
０
発
と
推
定
さ
れ
る

核
ミ
サ
イ
ル
の
半
分
は
常

時
、
日
本
列
島
に
タ
ー
ゲ
ッ

ト
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に

経
済
力
で
も
既
に
日
本
を
追

い
越
し
、
米
国
に
次
ぐ
世
界

第
２
の
経
済
力
を
誇
っ
て
お

り
、
向
こ
う
１０
年
以
内
に
米

国
を
も
追
い
越
す
と
の
予
想

も
あ
り
ま
す
。

こ
う
な
っ
て
く
る
と
、
力

（
武
力
）
が
も
の
を
言
う
現

実
の
国
際
政
治
に
お
い
て
日

本
は
単
独
で
は
中
国
に
対
抗

で
き
な
い
の
で
、
日
米
安
保

条
約
に
基
づ
く
日
米
同
盟
関

係
、
ま
た
特
に
中
国
の
核
の

脅
威
に
対
し
て
は
、
米
国
の

「
核
の
傘
」
に
依
存
し
て
、

自
ら
の
平
和
と
安
全
を
確
保

す
る
以
外
に
な
い
と
い
う
結

論
に
な
り
ま
す
。
日
本
は
唯

一
の
被
爆
国
だ
し
、
独
立
国

な
の
だ
か
ら
、
あ
る
い
は
憲

法
９
条
が
守
っ
て
く
れ
る
か

ら
大
丈
夫
だ
な
ど
と
い
う
、

白
昼
夢
の
よ
う
な
議
論
が
い

か
に
無
意
味
で
あ
る
か
は
い

ま
さ
ら
説
明
す
る
ま
で
も
あ

り
ま
す
ま
い
。

た
だ
、
考
え
て
お
か
ね
ば

な
ら
な
い
こ
と
は
、
い
く
ら

日
米
同
盟
が
大
事
で
も
、
そ

れ
が
未
来
永
劫
に
不
変
と
い

う
こ
と
は
あ
り
得
ず
、
今
後

遠
い
将
来
を
展
望
し
た
時
、

日
本
は
中
国
と
ど
う
付
き
合

っ
て
行
っ
た
ら
よ
い
か
、
私

た
ち
自
身
が
、
自
分
の
脳
髄

を
絞
っ
て
し
っ
か
り
考
え
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
こ

か
ら
先
は
、
こ
の
連
載
の
次

回（
た
ぶ
ん
最
終
回
の
予
定
）

で
じ
っ
く
り
論
じ
た
い
と
思

い
ま
す
。

日
本
文
化
と

漢
学
の
影
響

明
治
維
新
ま
で
の

日

中

関

係

中
国
と
ど
う
付
き

合
っ
て
い
く
べ
き
か

ア
ヘ
ン
戦
争
で

没
落
し
た
中
国

日
中
１５
年
戦
争
と

日
本
の
暴
走

聖
徳
太
子
（
奈
良
国
立
博
物
館
の
サ
イ
ト
か
ら
）

共
産
中
国
の
台
頭
と

驚

異

的

膨

張

元
外
交
官
、
ハ
ー
バ
ー

ド
大
学
法
科
大
学
院
卒
。

元
国
連
環
境
計
画
（
Ｕ

Ｎ
Ｅ
Ｐ
）
ア
ジ
ア
太
平

洋
地
域
代
表
、
元
東
海

大
学
教
授
、
現
在
は
エ

ネ
ル
ギ
ー
戦
略
研
究
会

会
長
の
ほ
か
、
外
交
評

論
家
と
し
て
活
躍
中
。

新
城
市
出
身
、
８４
歳
。

金子熊夫


