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□
要

旨

『
日
本
書
紀
』
は
、
完
成
か
ら
す
で
に
千
三
百
年
以
上
が
経
過
し
て
お
り
、
そ
の
間
、

さ
ま
ざ
ま
な
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
小
論
で
は
、
こ
ん
に
ち
ま
で
『
日
本
書
紀
』

が
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
て
き
た
か
と
い
う
、
お
お
ま
か
な
流
れ
を
俯
瞰
す
る
よ
う
つ
と
め

た
。『
日
本
書
紀
』
は
完
成
直
後
か
ら
そ
の
研
究
会
が
開
催
さ
れ
た
が
（
日
本
紀
講
書
）、

こ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
漢
文
で
書
か
れ
た
同
書
を
い
か
に
訓
読
す
べ
き
か
と
い
う
点
に
重
点
が

置
か
れ
て
い
た
。
中
世
に
な
る
と
、
両
部
神
道
に
よ
る
『
日
本
書
紀
』
の
研
究
が
盛
ん
に

な
り
、
神
代
巻
に
対
す
る
新
た
な
解
釈
が
生
ま
れ
、
そ
れ
が
十
五
世
紀
後
半
に
登
場
す
る

吉
田
神
道
に
も
影
響
を
与
え
た
。
つ
づ
く
江
戸
時
代
は
、儒
学
が
繁
栄
し
た
時
代
で
あ
り
、

儒
者
に
よ
る
『
日
本
書
紀
』
研
究
が
隆
盛
を
極
め
た
。
と
く
に
、『
日
本
書
紀
』
の
注
釈

で
は
、山
崎
闇
斎
に
始
ま
る
垂
加
派
の
人
び
と
が
目
覚
ま
し
い
成
果
を
あ
げ
た
。
し
か
し
、

江
戸
中
期
以
降
は
、
次
第
に
国
学
者
に
よ
る
古
典
研
究
が
擡
頭
し
、
賀
茂
真
淵
以
降
は
、

『
日
本
書
紀
』
よ
り
も
む
し
ろ
『
古
事
記
』
が
重
ん
じ
ら
れ
た
。
や
が
て
、
後
期
に
な
る
と
、

伴
信
友
ら
に
よ
る
『
日
本
書
紀
』
の
実
証
的
な
研
究
が
開
花
し
、
そ
れ
が
明
治
以
降
の
科

学
的
な
『
日
本
書
紀
』
研
究
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
。

こ
う
し
た
注
釈
作
業
は
、『
日
本
書
紀
』
の
テ
キ
ス
ト
の
普
及
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
。

『
日
本
書
紀
』
の
写
本
は
卜
部
家
の
人
々
の
努
力
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
が
、
江
戸
時
代

に
な
る
と
、
そ
れ
を
も
と
に
し
た
版
本
が
相
次
い
で
刊
行
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
多
く
の

人
々
が
テ
キ
ス
ト
を
容
易
に
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
が
研
究
の
拡

大
と
深
化
を
も
た
ら
し
た
。

□
キ
ー
ワ
ー
ド

日
本
書
紀

神
代
巻

日
本
紀
講
書

日
本
書
紀
私
記

両
部
神
道

吉
田
神
道

垂
加
神
道

国
学
者

は
じ
め
に

『
日
本
書
紀
』
は
完
成
か
ら
一
昨
年
、
す
な
わ
ち
令
和
二
年
ま
で
の
間
に
す
で
に
千
三
百
年

が
経
過
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
研
究
や
注
釈
に
も
相
当
の
積
み
重
ね
が
あ
る
。
そ
れ

を
僅
か
な
時
間
で
す
べ
て
紹
介
す
る
の
は
不
可
能
な
の
で
、
小
論
で
は
、
完
成
か
ら
千
三
百
年

の
あ
い
だ
、『
日
本
書
紀
』
が
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
、
お
お
ま
か
な
流

れ
を
中
心
に
の
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

本
論
に
入
る
前
に
、
い
く
つ
か
注
意
す
べ
き
点
に
つ
い
て
の
べ
て
お
く
。

最
初
は
、「
注
釈
」
と
い
う
用
語
で
あ
る
。「
註
釈
」
と
い
う
ふ
う
に
言
偏
の
チ
ュ
ウ
を
用
い
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て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
こ
の
「
註
」
と
い
う
字
に
は
字
義
・
文
意
を
解
釈
す
る
と
い
う
意
味

で
あ
る
。『
廣
韻
』
な
ど
、
古
い
中
国
の
字
書
も
「
疏
」「
解
」
の
意
だ
と
説
明
し
て
い
る
。
た

だ
、
現
在
で
は
、
一
般
に
「
注
ぐ
」
と
い
う
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
言
偏
の
「
註
」

が
当
用
漢
字
に
含
ま
れ
な
か
っ
た
の
で
、
そ
の
代
用
と
し
て
「
注
」
を
用
い
た
と
説
明
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
は
事
実
だ
が
、
実
は
「
注
」
も
は
や
く
か
ら
字
義
を
解
釈
す
る
と
い
う
意
味
に
用

い
ら
れ
て
い
る
。
長
澤
規
矩
也
氏
に
よ
れ
ば
、「
註
」
と
「
注
」
は
も
と
も
と
は
別
の
字
で
、
注

釈
と
は
土
に
水
を
注
い
で
や
わ
ら
か
く
す
る
よ
う
に
、
言
葉
を
や
さ
し
く
、
わ
か
り
や
す
く
説

明
す
る
こ
と
だ
か
ら
、
さ
ん
ず
い
偏
の
「
注
」
で
も
よ
い
の
だ
と
い
う

（
1
）。

で
あ
る
か
ら
、
ど
ち

ら
か
が
誤
り
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
小
論
で
は
書
名
を
除
き
、
は
「
注
」
に
統
一

し
て
い
る
。

つ
ぎ
に
、
こ
れ
は
い
さ
さ
か
不
名
誉
な
こ
と
だ
が
、
筆
者
（
荊
木
）
は
、
最
近
に
な
っ
て
、『
日

本
書
紀
』
に
関
す
る
考
え
方
を
若
干
修
正
し
た
。

周
知
の
よ
う
に
、『
日
本
書
紀
』
の
そ
の
完
成
・
奏
上
の
こ
と
は
、『
続し

ょ
く

日に

本ほ
ん

紀ぎ

』
養
老
四

年
（
七
二
〇
）
五
月
条
に
「
是こ

れ

よ
り
先
、
一
品
舎
人
親
王

と
ね
り
の
し
ん
の
う

、
勅
を
奉う

け
た
ま
は
り
て
日
本
紀
を

修あ

む
。
是
に
至
り
て
功
成
り
て
奏
上
す
。
紀
卅
巻
・
系
図
一
巻
な
り
」
と
明
記
さ
れ
て
お
り
、

完
成
の
年
次
や
当
時
の
編
輯
総
裁
に
つ
い
て
は
疑
う
餘
地
は
な
い
。

こ
の
記
述
を
素
直
に
読
め
ば
、
完
成
し
た
「
日
本
紀
」
に
は
「
紀
三
十
巻
（
こ
ん
に
ち
い
う

本
文
三
十
巻
を
指
す
）」
と
「
系
図
一
巻
」
と
が
存
在
し
た
こ
と
に
な
る
。
筆
者
も
、
そ
う
受
け

取
り
、「
日
本
紀
（
＝
日
本
書
紀
）」
と
は
「
紀
卅
巻
」
と
「
系
図
一
巻
」
と
か
ら
構
成
さ
れ
る

も
の
で
あ
っ
て
、「
紀
三
十
巻
」
と
「
系
図
一
巻
」
と
は
不
可
分
で
あ
る
と
信
じ
て
い
た
。
し

か
し
、
い
ろ
い
ろ
な
史
料
を
綜
合
的
に
判
断
す
る
と
、
こ
こ
に
記
さ
れ
た
「
日
本
紀
」
は
『
日

本
書
紀
』
の
別
名
で
は
な
く
、
国
史
を
意
味
す
る
普
通
名
詞
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
と
考
え
る

よ
う
に
な
り
、「
紀
卅
巻
」
と
「
系
図
一
巻
」
と
は
完
成
時
か
ら
別
の
も
の
だ
っ
た
と
い
う
結

論
に
辿
り
着
い
た
。

む
ろ
ん
、
と
も
に
撰
国
史
所
で
編
纂
さ
れ
、
同
時
に
完
成
し
て
い
る
点
を
考
慮
す
る
と
、
両

者
の
間
に
な
ん
ら
か
の
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
だ
が
、現
在
で
は
、『
日
本
書
紀
』

は
当、

初、

か、

ら、

「
紀
卅
巻
」
の
み
で
あ
っ
て
、「
系
図
一
巻
」
は
別
物
で
あ
る
と
い
う
考
え
に
落

ち
着
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ま
で
書
い
た
も
の
の
な
か
で
「
完
成
当
初
の
『
日
本
書

紀
』
に
は
「
系
図
一
巻
」
が
存
在
し
た
」
と
い
う
ふ
う
に
記
述
し
た
点
は
訂
正
を
す
る
。
い
ま

さ
ら
の
変
説
は
見
苦
し
い
が
、
そ
の
点
を
ご
了
承
い
た
だ
き
た
い

（
2
）。

最
後
に
い
ま
一
つ
本
論
に
先
立
っ
て
ご
承
知
お
き
い
た
だ
き
た
い
の
は
、
実
は
『
日
本
書
紀
』

そ
の
も
の
も
一
種
の
注
釈
書
・
研
究
書
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。『
日
本
書
紀
』は
、時
代
に
よ
っ

て
は
神
道
の
経
典
の
よ
う
な
扱
い
を
受
け
て
い
る
が
、
本
来
は
純
然
た
る
歴
史
書
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
日
本
と
い
う
国
が
ど
の
よ
う
に
し
て
出
来
た
の
か
、
そ
こ
を
天
皇
と
そ
の
子
孫
が
統
治

し
て
い
く
正
統
性
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
大
き
な
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。『
日
本
書
紀
』
の
編
纂
が
始
ま
っ
た
の
は
七
世
紀
後
半
の
天
武
天
皇
の
時
代
の
こ
と
だ

が
、
当
時
歴
史
や
神
話
・
伝
承
を
記
録
し
た
書
物
は
帝
紀
と
旧
辞
を
は
じ
め
と
し
て
、
い
ろ
い

ろ
と
存
在
し
た
。
そ
れ
ら
の
な
か
か
ら
正
説
を
採
り
、
歴
史
を
構
成
し
て
い
く
作
業
は
困
難
を

極
め
た
と
思
わ
れ
る
が
、『
日
本
書
紀
』
は
、
そ
う
し
た
修
史
事
業
の
産
物
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

『
日
本
書
紀
』
は
、
編
纂
に
携
わ
っ
た
人
々
が
自
国
の
歴
史
に
つ
い
て
研
究
し
た
、
い
わ
ば
報

告
書
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
編
者
の
思
想
や
史
観
と
い
っ
た
も
の
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、『
日
本
書
紀
』
の
巻
第
一
・
二
神
代
上
下
は
、
多
く
の
一
書
を
引
用
し
て
い
る
。

い
ま
そ
れ
ら
を
み
る
と
、『
日
本
書
紀
』
の
編
纂
室
に
は
、
神
話
を
記
し
た
旧
辞
の
た
ぐ
い
が

複
数
集
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
の
取
捨
選
択
こ
そ
が
、
編
者
の
見
識
を
問
わ

れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
多
く
の
異
伝
に
目
を
通
し
、
そ
こ
か
ら
正
説
を
組
み
立
て
る
作
業
は
容
易

で
は
な
い
。
い
ず
れ
の
説
を
是
と
す
る
か
、
編
者
の
間
で
意
見
の
一
致
し
な
い
ケ
ー
ス
も
少
な

く
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

神
代
巻
で
は
、
幾
多
の
資
料
を
も
と
に
正
文
を
作
成
は
し
た
も
の
の
、
異
説
を
捨
て
る
に
忍

び
な
か
っ
た
と
み
え
て
―
あ
る
い
は
正
文
に
自
信
が
も
て
な
か
っ
た
の
か
―
異
伝
を
「
一

書
曰
」
と
い
う
形
で
か
な
り
の
数
救
済
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
異
説
を
附
加
し
て
正
文
の
理
解

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
八
号
（
令
和
四
年
三
月
）

― 2―



を
助
け
る
と
い
う
や
り
か
た
は
、
一
種
の
注
釈
と
い
っ
て
よ
い

（
3
）。

後
世
の
神
代
巻
の
注
釈
書
に

は
、
先
行
諸
説
を
当
該
箇
所
に
か
け
て
羅
列
す
る
体
裁
の
も
の
が
多
い
が
、
こ
れ
は
あ
る
い
は

神
代
巻
の
一
書
の
体
裁
に
倣
っ
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
。

ま
た
、『
日
本
書
紀
』
は
天
皇
ご
と
に
一
巻
を
立
て
、
治
世
の
出
来
事
を
編
年
で
記
す
の
を

原
則
と
し
て
い
る
が
、
一
つ
例
外
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
巻
第
九
が
皇
后
で
あ
る
神
功
皇
后
の
巻

と
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。『
日
本
書
紀
』
が
こ
う
し
た
例
外
を
設
け
て
い
る
理
由
に
つ
い
て

は
、
諸
説
が
あ
る
が
、
筆
者
は
『
日
本
書
紀
』
の
編
者
は
、
中
国
の
歴
史
書
を
読
ん
で
、
わ
が

国
に
も
か
つ
て
卑
弥
呼
と
い
う
名
の
女
王
が
存
在
し
た
と
い
う
事
実
を
知
り
、
そ
れ
が
誰
に
あ

た
る
の
か
を
考
え
た
の
だ
と
思
う
。
そ
の
結
果
、
卑
弥
呼
を
神
功
皇
后
に
当
て
る
と
と
も
に
、

天
皇
に
準
じ
て
わ
ざ
わ
ざ
一
巻
を
設
け
た
の
だ
と
思
う

（
4
）。

一
、
古
代
の
『
日
本
書
紀
』
研
究

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
諸
点
を
お
断
わ
り
し
た
う
え
で
、
注
釈
の
歴
史
に
入
ろ
う
。

『
日
本
書
紀
』
の
研
究
・
注
釈
と
し
て
、
そ
の
筆
頭
に
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
日
本

紀
講
書
と
日
本
書
紀
私
記
で
あ
る
。『
日
本
書
紀
』
が
完
成
し
た
翌
年
、
す
な
わ
ち
養
老
五

（
七
二
一
）
年
に
は
じ
ま
り

（
5
）、

十
世
紀
半
ば
ま
で
、
平
均
す
る
と
約
三
十
年
の
間
隔
で
都
合
七
回
、

「
日
本
紀
講
書
」
と
か
「
日
本
紀
講
筵
」
と
か
呼
ば
れ
る
『
日
本
書
紀
』
の
研
究
会
、
勉
強
会

が
宮
中
で
開
か
れ
た
。
紀
伝
道
に
秀
で
た
人
物
が
講
師
と
な
り
、『
日
本
書
紀
』
に
つ
い
て
講

義
を
お
こ
な
う
の
だ
が
、
こ
れ
が
『
日
本
書
紀
』
研
究
の
は、

し、

り、

だ
と
云
え
る
。

さ
い
わ
い
、
講
書
の
際
に
講
師
が
作
っ
た
講
義
ノ
ー
ト
や
、
講
筵
に
列
し
て
い
た
も
の
が
と
っ

た
筆
記
録
が
こ
ん
に
ち
部
分
的
に
残
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
、
日
本
書
紀
私
記
で
あ
る
。
鎌
倉
時

代
に
出
来
た
『
本
朝
書
籍
目
録
』
に
は
、
養よ

う

老ろ
う

五
年
私
記
（
一
巻
）・
弘こ

う

仁に
ん

四
年
（
八
一
三
）
私

記
（
三
巻
、
多
人
長
撰
）・
承じ

ょ
う

和わ

六
年
（
八
三
九
）
私
記
（
菅
野
高
平
撰
）・
元が

ん

慶ぎ
ょ
う

二
年
（
八
七
八
）

私
記
（
一
巻
、
善
淵
愛
成
撰
）・
延え

ん

喜ぎ

四
年
（
九
〇
四
）
私
記
（
藤
原
春
海
撰
）・
承じ

ょ
う

平へ
い

六
年
（
九
三
六
）

私
記
（
矢
田
部
公
望
撰
）・
康こ

う

保ほ
う

二
年
（
九
六
五
）
私
記
（
橘
仲
遠
撰
）
な
ど
、
各
回
の
日
本
書

紀
私
記
の
存
在
し
た
こ
と
が
み
え
て
い
る
。

こ
の
う
ち
の
二
つ
が
、
日
本
書
紀
私
記
甲
本
・
丁
本
と
い
う
名
称
で
、
新
訂
増
補
国
史
大
系

の
第
八
巻
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
甲
本
は
、
弘
仁
年
間
の
二
度
目
の
講
書
の
講
師
を
務
め
た
多

人
長
の
残
し
た
も
の
で
あ
る
。
ず
い
ぶ
ん
形
が
崩
れ
て
い
る
が
、
巻
頭
に
附
さ
れ
て
い
る
弘
仁

私
記
序
と
と
も
に
、弘
仁
講
書
の
私
記
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る

（
6
）。

丁
本
は
、『
日
本
紀
略
』

承
平
六
年
十
二
月
八
日
・
二
十
四
日
、
天
慶
六
年
（
九
四
三
）
十
二
月
二
十
四
日
条
に
み
え
る

承
平
度
の
講
書
の
記
録
で
あ
る
。
漢
文
体
で
記
さ
れ
、
問
答
形
式
を
と
り
つ
つ
さ
ま
ざ
ま
な
問

題
を
論
じ
て
い
る
。

ほ
か
に
も
、の
ち
ほ
ど
登
場
す
る
十
三
世
紀
末
に
卜う

ら

部べ

兼か
ね

方か
た

が
著
し
た
『
釈し

ゃ
く

日に

本ほ
ん

紀ぎ

』に
も
、

多
数
の
私
記
が
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
私
記
の
内
容
か
ら
、
講
書
で
ど
の
よ
う
な
講
義

が
お
こ
な
わ
れ
た
の
か
、あ
る
程
度
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
講
書
の
最
大
の
目
的
は
、

お
そ
ら
く
『
日
本
書
紀
』
を
い
か
に
訓
む
か
と
い
う
点
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

『
日
本
書
紀
』
は
、
さ
き
に
も
の
べ
た
よ
う
に
、
帝
紀
や
旧
辞
と
い
っ
た
書
物
を
材
料
と
し

て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
多
く
は
国
語
、
す
な
わ
ち
大
和
言
葉
で
記
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

大
和
言
葉
は
、
わ
れ
わ
れ
に
馴
染
み
の
深
い
も
の
で
云
え
ば
、
祝
詞
や
宣
命
の
文
章
で
あ
る
。

そ
れ
を
漢
文
に
〝
翻
訳
〟
し
た
の
が
『
日
本
書
紀
』
な
の
だ
が
、
本
来
は
大
和
言
葉
で
訓
む
べ

き
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
、
漢
文
で
書
か
れ
た
『
日
本
書
紀
』

を
い
か
に
し
て
国
語
で
訓
む
の
か
と
い
う
の
が
、
講
書
の
い
ち
ば
ん
の
狙
い
だ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
講
書
が
『
日
本
書
紀
』
完
成
の
翌
年
に
直
ち
に
開
催
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
み
て
も
、
出
来

上
が
っ
た
漢
文
体
の
『
日
本
書
紀
』
を
ど
う
訓
読
す
る
か
と
い
う
の
が
、
当
時
の
人
々
の
大
き

な
課
題
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

講
書
の
記
録
で
あ
る
日
本
書
紀
私
記
は
、
こ
ん
に
ち
わ
れ
わ
れ
が
『
日
本
書
紀
』
を
読
む
際

に
も
重
要
な
参
考
文
献
で
あ
る
。
坂
本
太
郎
氏
は
、「
書
紀
の
研
究
史
を
述
べ
る
な
ら
ば
、
そ

の
第
一
ペ
ー
ジ
に
古
代
の
講
書
と
、
そ
の
所
産
で
あ
る
私
記
と
を
あ
げ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い

（
7
）」

日
本
書
紀
研
究
小
史

テ
キ
ス
ト
と
注
釈
の
歴
史

（
荊
木
・
浦
野
）
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と
書
い
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
の
点
は
筆
者
も
同
感
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
て
七
回
も
続
い
た
日
本
紀
講
書
も
、
残
念
な
こ
と
に
、
律
令
制
の
衰
退
と

と
も
に
、
康
保
二
年
（
九
六
五
）
を
最
後
に
杜
絶
す
る
。
日
本
紀
講
書
が
お
こ
な
わ
れ
な
く
な

る
と
、『
日
本
書
紀
』
の
研
究
や
注
釈
は
し
ば
ら
く
停
滞
す
る
。
た
だ
、
そ
う
し
た
な
か
、
天

養
元
年
か
ら
平
治
四
年
（
一
一
四
四
～
一
一
五
九
）
ご
ろ
に
藤
原
通
憲

ふ
じ
わ
ら
の
み
ち
の
り

が
『
信
西
日
本
紀
抄
』

と
い
う
『
日
本
書
紀
』
の
注
釈
書
を
著
わ
し
て
い
る
の
は
、
特
筆
に
値
す
る

（
8
）。

同
書
に
つ
い
て

は
、
國
學
院
大
學
に
お
ら
れ
た
中
村
啓
信
氏
が
同
大
学
の
所
蔵
本
に
よ
っ
て
詳
し
く
紹
介
さ
れ

て
い
る
が
、『
日
本
書
紀
』
の
注
釈
書
と
し
て
は
「
日
本
書
紀
私
記
」
に
つ
い
で
古
い
も
の
で

あ
る
。
同
書
は
、『
日
本
書
紀
』
の
語
彙
を
抽
出
し
た
辞
書
的
性
格
を
有
し
て
い
る
が
、
た
だ

惜
し
む
ら
く
は
、
そ
れ
ほ
ど
詳
し
い
も
の
で
は
な
い
。

ま
た
、
こ
の
ほ
か
に
も
、
歌
学
の
方
面
か
ら
『
日
本
書
紀
』
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ

た
よ
う
で
あ
る

（
9
）。

大
治
五
年
か
ら
承
元
四
年
（
一
一
三
〇
～
一
二
一
〇
）
ご
ろ
に
、
顕
昭
と
い

う
歌
人
が
『
日
本
紀
歌
註
』
と
い
う
『
日
本
書
紀
』
の
歌
謡
を
対
象
と
し
た
注
釈
を
残
し
て
い

る
。
こ
の
本
は
、
後
述
の
『
釈
日
本
紀
』
和
歌
部
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
弘
安
元
年

か
ら
十
一
年
（
一
二
七
八
～
一
二
八
八
）
ご
ろ
、
寂
惠
が
『
日
本
紀
歌
抄
』
を
著
し
て
い
る
が
、

こ
れ
も
歌
謡
の
み
の
注
釈
で
あ
る
。

二
、
中
世
に
お
け
る
『
日
本
書
紀
』
の
注
釈
作
業

以
上
、
日
本
紀
講
書
が
衰
え
た
あ
と
、『
日
本
書
紀
』
の
研
究
や
注
釈
が
振
る
わ
な
か
っ
た

こ
と
を
の
べ
た
が
、
中
世
に
な
る
と
ち
が
っ
た
形
で
『
日
本
書
紀
』
の
研
究
が
盛
ん
に
な
る
。

こ
う
し
た
古
典
研
究
の
機
運
は
、
蒙
古
襲
来
と
い
う
国
家
的
危
機
に
直
面
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

国
家
意
識
が
昂
揚
し
、
歴
史
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
た
結
果
だ
と
云
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
時
代
の
『
日
本
書
紀
』
研
究
に
は
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
系
統
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、

僧
侶
に
よ
る
も
の
と
、
神
道
家
に
よ
る
も
の
と
で
あ
る
。

ま
ず
、
僧
侶
の
手
に
な
る
注
釈
か
ら
の
べ
た
い
が
、
こ
の
系
統
は
、
両り

ょ
う

部ぶ

神し
ん

道と
う

に
よ
る
『
日

本
書
紀
』
研
究
を
指
す
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
九
世
紀
以
降
、
仏
教
側
か
ら
、
神
々

と
は
仏
や
菩
薩
が
衆
生
を
救
う
た
め
に
と
っ
た
假
の
姿
で
あ
る
と
す
る
本
地
垂
迹
説
が
広
ま

り
、
次
第
に
仏
教
の
教
義
に
よ
っ
て
神
祇
の
体
系
が
包
括
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
う
ち
、

真
言
密
教
の
教
理
に
よ
っ
た
神
道
説
が
両
部
神
道
で
あ
る
。

真
言
密
教
で
は
、
大
日
経
に
も
と
づ
く
胎
蔵
界
は
大
日
如
来
の
理
性
を
表
し
、
金
剛
頂
経
に

も
と
づ
く
金
剛
界
は
大
日
如
来
の
智
慧
を
表
す
と
し
、
宇
宙
の
真
理
を
こ
れ
ら
両
部
と
し
て
把

握
し
て
い
る
。
両
部
神
道
で
は
、
こ
れ
を
神
宮
に
当
て
嵌
め
、
内
宮
と
そ
の
祭
神
天
照
大
神
を

胎
蔵
界
、
外
宮
と
そ
の
祭
神
豊
受
大
神
を
金
剛
界
と
し
、
両
者
は
と
も
に
大
日
如
来
が
姿
を
あ

ら
わ
し
た
も
の
だ
と
す
る
「
二に

宮ぐ
う

一い
っ

光こ
う

（
＝
大
日
如
来
）」
の
理
を
唱
え
た
。

両
部
神
道
は
、
平
安
時
代
末
期
か
ら
鎌
倉
・
南
北
朝
時
代
に
か
け
て
伊
勢
の
神
宮
周
辺
で
形

成
さ
れ
た
が
、
そ
の
過
程
で
、
仏
教
の
灌
頂
に
倣
っ
た
神
祇
灌
頂
と
呼
ば
れ
る
方
法
で
、
師
か

ら
弟
子
に
そ
の
秘
伝
が
授
け
ら
れ
た
。
こ
の
灌
頂
の
際
に
伝
授
さ
れ
た
の
が
、『
日
本
書
紀
』

神
代
巻
に
詳
し
い
注
説
を
加
え
た
も
の
や
、
両
部
神
道
の
奥
義
を
記
し
た
『
麗
気
記
』
と
い
う

秘
伝
書
で
あ
る
。

こ
う
し
た
潮
流
の
な
か
で
生
ま
れ
た
の
が
、
弘
長
二
年
か
ら
暦
応
三
年
（
一
二
六
一
～
一
三
三
八
）

ご
ろ
、真
言
密
教
の
学
僧
で
金か

ね

沢ざ
わ

称し
ょ
う

名み
ょ
う

寺じ

二
代
住
持
釼け

ん

阿な

が
著
し
た『
日
本
紀
私
抄
』で
あ
る
。

両
部
神
道
系
の
『
日
本
書
紀
』
の
注
釈
と
し
て
は
早
い
例
で
あ
る
が
、
の
ち
に
応
永
元
年

（
一
三
九
四
）
ご
ろ
、
浄
土
宗
第
七
祖
聖し

ょ
う

冏げ
い

が
書
い
た
『
日
本
書
紀
秘
抄
』
に
は
両
部
神
道
の

思
想
が
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
応
永
二
十
六
年
（
一
四
一
九
）
良り

ょ
う

遍へ
ん

と
い
う
僧
侶
が
神
代
紀
の
講
義
を
行
い
、
そ
れ

を
聴
い
た
頼ら

い

舜し
ゅ
ん

が
『
日
本
書
紀
巻
第
一
聞
書
』
を
残
し
て
い
る
。
高
野
山
の
櫻よ

う

池ち

院い
ん

や
広
島

県
三
原
市
の
御み

調つ
き

八は
ち

幡ま
ん

宮ぐ
う

な
ど
に
そ
の
写
本
が
残
る
が

（
10
）、

こ
れ
も
両
部
習
合
思
想
が
濃
厚
で
あ

る
。
ほ
か
に
、
伊
勢
の
神
宮
文
庫
に
は
、
応
永
三
十
年
か
ら
三
十
三
年
ご
ろ
（
一
四
二
三
～

一
四
二
六
）
に
道ど

う

祥し
ょ
う

（
荒
木
田
匡
興
）
が
三
河
の
鳳
来
寺
の
僧
融
慶
の
持
参
し
た
『
日に

本ほ
ん

書し
ょ

紀き

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
八
号
（
令
和
四
年
三
月
）
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私し

見け
ん

聞も
の

』
を
写
し
て
い
る
が

（
11
）、

こ
れ
も
神
祇
灌
頂
と
の
関
係
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
注
釈
書
で
注
目
し
た
い
の
は
、『
日
本
書
紀
巻
第
一
聞
書
』
や
同
じ
く
良
遍
が
講
述

し
た『
麗
気
聞
書
』に
反
本
地
垂
迹
説
の
傾
向
が
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。『
麗
気
聞
書
』に
は
、

凡
ソ
本
地
垂
迹
ト
云
事
、
神
道
ニ
ハ
更
無
之
、
只
此
国
三
世
常
恒
ニ
跡
ヲ
言
マ
テ
也
、
或
神

書
見
ル
ニ
、
天
竺
ニ
ハ
仏
ヲ
本
地
ト
言
、
和
国
ニ
ハ
神
本
ト
言
ト
書
ケ
リ
、
師
推
知
ス
ル
ニ
其
理
有

之
、
謂
天
照
大
神
化
シ
給
テ
浄
飯
王
ノ
太
子
ト
生
ル
、
和
国
相
承
神
道
ヲ
、
詞
ヲ
替
テ
五
時
八

教
等
ト
説
給
ヘ
リ
、
釈
尊
ハ
大
神
ノ
所
化
ナ
レ
ハ
仏
垂
跡
ト
言
足
レ
リ
ト
云
々
、（『
神
道
大
系
論
説

編

眞
言
神
道
（
上
）』〈
神
道
大
系
編
纂
会
、
平
成
五
年
十
二
月
〉
所
収
、
二
一
九
頁
）

と
あ
り
、
同
様
の
こ
と
は
『
日
本
書
紀
巻
第
一
聞
書
』
に
も
み
え
て
い
る
が
、「
本
地
垂

迹
ト
云
事
、
神
道
ニ
ハ
更
無
之
」
と
の
べ
、
さ
ら
に
浄
飯
王
の
太
子
（
釈
迦
）
が
天
照
大
神
の
化

身
だ
と
す
る
な
ど
、
あ
き
ら
か
に
本
地
垂
迹
説
に
お
け
る
神
仏
の
関
係
を
逆
転
さ
せ
た
発
想
で

あ
る
。
吉よ

し

田だ

兼か
ね

倶と
も

が
神し

ん

本ぽ
ん

仏ぷ
つ

迹じ
ゃ
く

の
立
場
を
と
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
あ
と
の
べ
る
が
、
久
保
田

収
氏
の
説
に
よ
れ
ば
、
兼
倶
の
反
本
地
垂
迹
説
は
、
こ
の
良
遍
の
説
に
着
想
を
得
た
も
の
の
よ

う
で
あ
る

（
12
）。

二
人
の
直
接
の
関
係
は
不
明
だ
が
、
思
想
上
の
連
続
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
久

保
田
氏
の
指
摘
さ
れ
る
と
お
り
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
後
述
の
吉
田
神
道
と
両
部
神
道
と
は
密

接
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
評
価
で
き
よ
う
。
そ
こ
で
、
つ
ぎ
に
そ
の
神
祇
道
に
あ
ず
か
る
人
々

の
残
し
た
神
代
紀
の
研
究
・
注
釈
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

こ
の
系
統
の
注
釈
で
も
っ
と
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
正
安
三
年
（
一
三
〇
一
）
に
卜
部
兼
方

が
著
し
た
『
釈
日
本
紀
』
で
あ
る
。
同
書
は
、
建け

ん

治じ

元
年
（
一
二
七
五
）
以
降
こ
の
年
ま
で
の

間
に
執
筆
さ
れ
た
。
兼
方
の
父
兼
文
が
、
文
永
・
建
治
年
間
に
前
関
白
一
条
実さ

ね

経つ
ね

や
そ
の
子
摂

関
家
経
に
『
日
本
書
紀
』
を
講
義
し
た
際
の
筆
記
を
兼
方
が
整
理
・
編
輯
し
た
も
の
で
、
さ
き

に
紹
介
し
た
日
本
書
紀
私
記
も
多
数
引
用
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、従
来
の
日
本
書
紀
私
記
が『
日

本
書
紀
』
の
巻
次
を
追
っ
て
順
に
そ
の
字
句
に
つ
い
て
注
釈
し
た
の
と
は
ち
が
い
、
全
体
を
開

題
・
注
音
・
乱
脱
・
帝
皇
系
図
・
述
義
・
秘
訓
・
和
歌
の
七
部
門
に
分
け
て
、『
日
本
書
紀
』

の
成
立
に
始
ま
り
、
字
句
の
訓
み
や
解
釈
に
つ
い
て
緻
密
な
叙
述
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
日

本
書
紀
私
記
を
始
め
と
す
る
、
い
ろ
い
ろ
な
文
献
か
ら
の
引
用
が
ほ
と
ん
ど
で
、
各
地
の
風
土

記
な
ど
、
こ
ん
に
ち
で
は
み
る
こ
と
の
で
き
な
い
文
献
を
豊
富
に
引
用
し
て
い
る
点
は
貴
重
で

あ
る
。
兼
方
自
身
の
独
自
の
説
と
い
う
の
は
少
な
く
、
日
本
書
紀
私
記
の
集
成
と
い
っ
た
観
が

強
い
の
で
、
高
い
評
価
を
与
え
な
い
研
究
者
も
お
ら
れ
る
が
、
筆
者
は
、
坂
本
氏
が
「
書
紀
研

究
の
ま
と
ま
っ
た
型
を
示
し
た
と
い
う
点
で
、
高
い
価
値
を
も
つ
」
と
の
べ
て
お
ら
れ
る
の
に

賛
成
で
あ
る

（
13
）。

こ
の
『
釈
日
本
紀
』
で
と
く
に
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
神
代
紀
を
重
視
し
て
い
る
点
で

あ
る
。『
日
本
書
紀
』
で
は
神
代
巻
は
全
体
の
一
二
％
ほ
ど
の
分
量
を
占
め
る
に
過
ぎ
な
い
が
、

『
釈
日
本
紀
』
の
述
義
の
部
で
は
全
体
の
三
六
％
が
神
代
巻
の
注
釈
に
あ
た
ら
れ
て
お
り
、
述

義
に
お
い
て
神
代
巻
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
こ
に
引
か
れ
た
私
記
は

神
道
的
色
彩
が
濃
厚
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
兼
文
が
卜
部
氏
の
人
間
だ
っ
た
と
こ
と
、
当
時
は
神

道
思
想
が
支
配
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
そ
の
お
も
な
理
由
だ
と
考
え
ら
れ
る

（
14
）。

神
祇
官
に
仕
え
て
き
た
卜
部
氏
に
は
『
日
本
書
紀
』
を
は
じ
め
と
す
る
神
道
関
係
の
貴
重
な

文
献
が
数
多
く
伝
え
ら
れ
て
い
た
。
兼
方
が
書
写
し
た
と
い
う
『
日
本
書
紀
』
巻
一
・
二
の
写

本
が
現
存
す
る
が
、
こ
れ
に
は
弘
安
九
年
（
一
二
八
六
）
の
奥
書
が
あ
り
、
し
か
も
欄
外
や
紙

背
に
は
夥
し
い
注
記
や
裏
書
が
あ
り
、
兼
方
が
神
代
巻
を
よ
く
研
究
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
卜
部
氏
に
は
、
ほ
か
に
も
、
乾
元
二
年
（
一
三
〇
三
）
に
兼
夏
が
書
写
し
た
巻
一
・
二

の
写
本
や
、
天
文
八
年
（
一
五
三
九
）
に
兼
右
が
書
写
し
た
巻
三
か
ら
三
十
ま
で
の
写
本
が
伝

え
ら
れ
て
い
る

（
15
）。

卜
部
氏
（
吉
田
家
）
は
「
日
本
紀
の
家
」
と
云
わ
れ
る
が
、
古
く
か
ら
『
日

本
書
紀
』
や
そ
れ
に
関
聯
し
た
文
献
を
広
く
蒐
集
し
、
深
く
研
究
し
て
い
た
こ
と
は
、
そ
の
名

に
恥
じ
な
い
。

『
釈
日
本
紀
』の
説
明
に
い
さ
さ
か
紙
幅
を
費
や
し
た
が
、こ
れ
に
つ
い
で
正
平
二
十
二
年（
貞

治
六
年
、
一
三
六
七
）
に
忌い

ん

部べ
の

正ま
さ

通み
ち

の
『
神
代
巻
口
訣
』
が
現
れ
る
（
た
だ
し
、
こ
の
本
に
つ
い
て

は
近
世
初
頭
の
成
立
だ
と
す
る
説
も
あ
る
（
16
））。

こ
の
本
は
、
後
世
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
い
う

点
で
注
目
さ
れ
る
が
、
以
後
の
『
日
本
書
紀
』
の
注
釈
書
も
、
こ
れ
に
倣
っ
て
神
代
巻
の
み
を

日
本
書
紀
研
究
小
史

テ
キ
ス
ト
と
注
釈
の
歴
史

（
荊
木
・
浦
野
）
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対
象
と
す
る
よ
う
に
な
る
。

康
正
年
中
（
一
四
五
五
～
一
四
五
七
。
た
だ
し
、
文
明
五
年
〈
一
四
七
三
〉
に
兼
良
み
ず
か
ら
改
訂

を
施
す
）
に
一い

ち

条じ
ょ
う

兼か
ね

良よ
し

が
書
い
た
『
日に

本ほ
ん

書し
ょ

紀き

纂さ
ん

疏そ

』
も
、
後
世
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し

た
注
釈
書
だ
が
、
こ
れ
も
神
代
巻
の
み
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
神
儒
仏
一
致
（
三
教
一

致
）
の
思
想
で
あ
り
、
仏
書
を
豊
富
に
引
用
し
、
両
部
神
道
の
立
場
か
ら
注
釈
を
施
し
て
い
る

か
ら
、
あ
る
い
は
、
さ
き
の
仏
教
系
の
注
釈
書
で
取
り
上
げ
る
べ
き
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
し

か
し
、『
釈
日
本
紀
』
の
影
響
を
受
け
て
い
る
点
や
一
条
家
と
卜
部
氏
と
の
特
別
の
関
係

（
17
）に

鑑
み
、

こ
こ
で
紹
介
し
た
次
第
で
あ
る
。

以
上
、
中
世
に
お
け
る
『
日
本
書
紀
』
研
究
の
二
つ
の
系
統
を
紹
介
し
た
が
、
こ
う
し
た
二

つ
の
潮
流
を
統
合
し
、
神
本
仏
迹
を
明
確
に
示
し
、
仏
教
・
儒
教
の
根
元
が
神
道
で
あ
る
と
説

い
た
の
が
、
吉
田
兼
倶
で
あ
る
。
彼
が
、
文
明
年
間
（
一
四
六
九
～
八
七
）
に
自
家
の
伝
統
を

基
礎
に
し
つ
つ
、
活
発
な
活
動
を
展
開
し
て
唯
一
神
道
を
確
立
す
る
こ
と
は
、
ご
承
知
の
と
お

り
で
あ
る
。
彼
は
、『
日
本
書
紀
纂
疏
』
が
出
た
の
と
ほ
ぼ
お
な
じ
こ
ろ
、
す
な
わ
ち
文
明
元

年
（
一
四
六
九
）
ご
ろ
に
『
日
本
書
紀
神
代
巻
抄
』（『
兼
倶
抄
』）
を
著
わ
し
て
い
る
が

（
18
）、

こ
こ

に
は
彼
の
三
教
枝
葉
花
実
説
が
明
確
に
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
兼
倶
の
実
子
で
清
原
家
を
継
い
だ
清き

よ

原は
ら

宣の
ぶ

賢か
た

も
、
天
文
五
年
（
一
五
三
六
）
に
『
日

本
書
紀
神
代
巻
抄
』（『
環か

ん

翠す
い

抄し
ょ
う

』）
を
著
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
兼
倶
の
思
想
を
ほ
と
ん
ど
そ

の
ま
ま
受
け
継
い
だ
も
の
で
だ
が
、
兼
良
の
『
日
本
書
紀
纂
疏
』
の
説
も
ず
い
ぶ
ん
参
酌
し
て

い
る
。

な
お
、
中
世
の
『
日
本
書
紀
』
の
研
究
や
注
釈
作
業
に
関
聯
し
て
、
い
ま
一
つ
の
べ
て
お
く

べ
き
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
「
中
世
日
本
紀
」
と
云
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
、『
日
本
書
紀
』
や
『
先
代
旧
事
本
紀
』
な
ど
に
拠
り
つ
つ
も
、
本
地
垂
迹
説
の
立
場
か
ら

い
ろ
い
ろ
な
形
に
改
変
・
再
編
成
さ
れ
た
神
話
群
の
総
称
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
鎌
倉
時
代
中

期
に
無
住
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
『
沙
石
集
』
の
巻
第
一
の
一
に
は
、
天
照
大
神
と
第
六
天
の
魔

王
と
の
や
り
取
り
の
話
が
出
て
い
る
が

（
19
）、

こ
れ
な
ど
は
中
世
神
話
の
代
表
例
で
あ
る
。

一
九
七
〇
年
代
か
ら
、
こ
う
し
た
「
中
世
日
本
紀
」
と
か
「
中
世
神
話
」
と
か
呼
ば
れ
る
も

の
を
対
象
と
し
た
新
た
な
研
究
が
提
唱
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
最
近
、『
日
本
書
紀
』
撰
上

千
三
百
年
に
あ
わ
せ
て
山
下
久
夫
・
斎
藤
英
喜
編
『
日
本
書
紀
一
三
〇
〇
年
史
を
問
う
』（
思

文
閣
出
版
、
令
和
二
年
六
月
）
と
い
う
本
が
出
版
さ
れ
た
が
、
中
世
の
部
の
論
考
に
は
こ
れ
に
関

聯
す
る
研
究
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。

三
、
近
世
に
お
け
る
『
日
本
書
紀
』
の
注
釈
書

つ
ぎ
に
、
江
戸
時
代
の
『
日
本
書
紀
』
研
究
に
つ
い
て
み
て
お
き
た
い
。

近
世
に
入
る
と
、
儒
学
の
立
場
か
ら
神
道
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
生
じ
て
く
る
。
む

ろ
ん
、
前
代
の
吉
田
神
道
な
ど
で
も
、
神
道
説
の
構
築
に
儒
教
が
影
響
し
て
い
た
が
、
江
戸
時

代
に
な
っ
て
儒
学
が
幕
府
の
庇
護
を
受
け
る
よ
う
に
な
る
と
、
朱
子
学
を
中
心
に
新
た
な
神
道

説
が
唱
道
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
が
儒
家
神
道
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
儒
家
神
道
の
な
か
で
も
、『
日
本
書
紀
』研
究
と
も
っ
と
も
か
か
わ
り
の
深
い
の
が
、

山
崎
闇
斎
に
始
ま
る
垂
加
神
道
で
あ
る
。
闇
斎
は
、
は
じ
め
僧
籍
に
あ
っ
た
が
、
の
ち
に
還
俗

し
て
朱
子
学
を
学
ん
だ
。
そ
れ
と
並
行
し
て
、
は
や
く
か
ら
神
道
を
学
び
、
と
く
に
伊
勢
神
道

を
出
口
延の

ぶ

佳よ
し

（
度
会
延
佳
）・
大
中
臣
精き

よ

長な
が

（
河
辺
精
長
）
に
、
吉
田
神
道
を
吉よ

し

川か
わ

惟こ
れ

足た
る

に
、
忌

部
神
道
を
石い

し

出で

帯た
て

刀わ
き

に
聞
く
な
ど
し
て
、
在
来
の
神
道
を
取
捨
・
集
成
し
て
壮
年
に
な
っ
て
独

自
の
境
地
を
開
い
た
と
い
う
。

周
知
の
よ
う
に
、「
垂
加
」
と
は
、
吉
川
惟
足
よ
り
与
え
ら
れ
た
霊
社
号
に
由
来
す
る
が
、

こ
れ
は
『
倭
姫
命
世
記
』
な
ど
に
み
え
る
「
神か

み
の

垂し
で

は
祈ね

祷ぎ

（
祭
祀
の
儀
礼
）
を
以
て
先
と
為
し
、

冥
く
ら
き
の

加ま
す

（
神
の
加
護
）
は
正ま

直す
ぐ

を
以
て
本も

と

と
為
す
」
と
い
う
託
宣
か
ら
と
っ
た
も
の
で
あ
る
。

闇
斎
の
教
え
は
、
神
を
朱
子
学
の
理
と
結
び
つ
け
て
理
解
す
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
朱

子
学
の
理
気
二
元
論
に
よ
れ
ば
、万
物
は
理
と
気
の
二
つ
の
原
理
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、

理
は
こ
の
世
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
成
り
立
た
せ
る
根
拠
で
あ
り
、
し
た
が
う
べ
き
道
徳
規
範
で

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
八
号
（
令
和
四
年
三
月
）
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あ
る
。
そ
し
て
、
天
は
理
そ
の
も
の
で
あ
り
、
天
か
ら
与
え
ら
れ
た
人
間
の
本
性
（
本
質
）
も

ま
た
理
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
闇
斎
は
、神
道
に
お
け
る
神
を
こ
の
理
に
あ
た
る
も
の
と
し
て
、

人
の
心
の
な
か
に
は
神
が
内
在
し
、そ
の
神
が
心
の
本
質
を
な
し
て
い
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
闇
斎
の
教
え
は
、
神
道
と
儒
道
と
の
一
致
を
説
い
た
も
の
だ
と
云
う
こ
と
が
可
能

で
あ
る
。
神
儒
一
致
は
林
羅
山
ら
も
説
い
た
が
、
そ
れ
を
理
論
的
に
体
系
化
し
た
の
が
垂
加
神

道
の
特
色
で
あ
る
。
こ
う
し
た
垂
加
神
道
の
教
え
は
、
国
学
が
擡
頭
す
る
ま
で
は
神
道
界
最
大

の
勢
力
だ
っ
た
。

闇
斎
が
経
典
と
し
た
の
は
『
日
本
書
紀
』
神
代
巻
と
『
中な

か

臣と
み
の

祓は
ら
え

』
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
つ

い
て
の
講
義
録
や
著
書
が
残
さ
れ
て
い
る
。
闇
斎
は
天
和
二
年
（
一
六
八
二
）
に
歿
し
て
い
る

が
、
生
前
に
『
神じ

ん

代だ
い
の

巻ま
き

風ふ
う

葉よ
う

集し
ゅ
う

』
と
い
う
神
代
巻
の
注
釈
の
草
稿
を
残
し
て
い
た
。
そ
れ
を
、

闇
斎
の
歿
後
、
弟
子
の
若
林
強
斎
が
完
成
し
、
さ
ら
に
の
ち
に
玉
木
葦
斎
が
改
訂
を
施
し
た
の

で
あ
る
。
こ
の
『
風
葉
集
』
は
、
神
代
巻
に
関
す
る
古
来
の
注
釈
や
解
説
を
集
録
し
た
も
の
で
、

「
垂
加
翁
曰
」「
翁
云
」
と
い
っ
た
形
で
の
べ
ら
れ
る
闇
斎
の
説
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
く

（
七
六
五
の
引
用
の
う
ち
わ
ず
か
に
五
七
で
、
七
・
五
％
）、
自
身
の
主
張
は
明
確
に
打
ち
出
さ
れ
て

い
な
い
が
、
こ
う
し
た
姿
勢
に
は
古
来
の
神
道
説
を
集
大
成
し
よ
う
と
し
た
闇
斎
の
方
向
性
が

示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

ち
な
み
に
、『
中な

か

臣と
み
の

祓は
ら
え

風ふ
う

水す
い

草そ
う

』
は
神
代
巻
と
と
も
に
闇
斎
が
重
視
し
た
『
中
臣
祓
』
の
注

釈
書
で
あ
る
。
最
近
出
た
西
岡
和
彦
氏
の
論
文
に
よ
れ
ば
、
闇
斎
は
同
書
に
お
い
て
神
武
天
皇

紀
以
降
の
天
皇
紀
も
抄
出
引
用
し
て
お
り
、
垂
加
派
の
神
道
家
か
ら
『
日
本
書
紀
』
全
巻
を
対

象
と
し
た
注
釈
書
が
出
さ
れ
る
の
も
、
こ
の
『
風
水
草
』
の
影
響
で
は
な
い
か
と
い
う

（
20
）。『

風

水
草
』
は
『
風
葉
集
』
と
ち
が
い
、
闇
斎
の
生
前
に
完
成
し
て
い
た
か
ら
、『
風
葉
集
』
よ
り

も
闇
斎
の
神
道
説
の
方
向
性
を
よ
く
あ
ら
わ
し
て
い
る
面
が
あ
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
西
岡
氏

の
指
摘
は
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。

垂
加
神
道
は
、
闇
斎
の
歿
後
も
、
弟
子
に
よ
っ
て
そ
の
道
統
が
受
け
継
が
れ
て
い
く
。
門
人

は
多
士
済
々
で
そ
の
活
動
は
多
方
面
に
わ
た
る
が
、
神
代
巻
の
注
釈
作
業
に
限
っ
て
云
え
ば
、

日
本
書
紀
研
究
小
史

テ
キ
ス
ト
と
注
釈
の
歴
史

（
荊
木
・
浦
野
）
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享
保
三
年
（
一
七
一
八
）
に
は
谷た

に

秦じ
ん

山ざ
ん

『
神じ

ん

代だ
い

巻か
ん

鹽し
お

土つ
ち

傳で
ん

』
が
刊
行
さ
れ
、
あ
と
に
つ
づ
く
垂

加
派
の
『
日
本
書
紀
』
研
究
に
強
い
影
響
を
与
え
た
。
同
書
は
、
語
彙
の
正
確
な
解
釈
を
通
じ

て
神
代
巻
を
正
し
く
読
も
う
と
す
る
考
証
学
的
な
姿
勢
を
堅
持
し
て
お
り
、
説
明
に
も
無
駄
が

な
い
。
注
釈
書
と
し
て
好
感
が
も
て
る
。
元
文
四
年
（
一
七
三
六
）
に
は
玉
木
葦
斎
『
神
代
巻

藻
塩
草
』
が
刊
行
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
、
守も

り

井い

左さ

京き
ょ
う

が
闇
斎
以
来
の
正
説
を
記
し
た
草
稿
を
、

葦
斎
が
編
纂
し
た
も
の
で
あ
る
。
松
本
丘た

か
し

氏
の
研
究
に
よ
れ
ば

（
21
）、

秦
山
の
『
神
代
巻
鹽
土
傳
』

に
拠
っ
た
箇
所
も
少
な
く
な
い
と
い
う
。

こ
の
系
統
の
『
日
本
書
紀
』
研
究
で
注
目
す
べ
き
は
、
谷た

に

川が
わ

士こ
と

清す
が

が
著
し
た
『
日
本
書
紀
通

證
』
三
十
五
巻
で
あ
る
。
士
清
は
玉
木
葦
斎
か
ら
神
道
の
教
え
を
受
け
て
い
る
か
ら
、
闇
斎
の

弟
子
筋
に
あ
た
る
。
彼
は
、
伊
勢
の
津
の
人
で
、
寛
保
元
年
（
一
七
四
一
）
に
着
手
し
、
宝
暦

元
年
（
一
七
五
一
）
に
脱
稿
、
同
十
二
年
に
刊
行
し
て
い
る
。
同
書
の
巻
二
～
七
の
神
代
紀
で

は
、「
兼
良
曰
」「
正
通
曰
」「
兼
倶
曰
」「
延
佳
曰
」「
垂
加
翁
曰
」
な
ど
先
学
諸
説
を
豊
富
に

引
用
し
て
い
る
が
、「
重
遠
曰
」
と
し
て
秦
山
の
『
神
代
巻
鹽
土
傳
』
も
多
数
引
用
し
て
い
る
。

『
神
代
巻
鹽
土
傳
』
同
様
、
引
用
が
簡
潔
・
的
確
で
、
そ
の
意
味
で
は
、『
日
本
書
紀
通
證
』
の

神
代
巻
は
垂
加
派
の
神
道
説
の
集
大
成
で
あ
る
。

し
か
し
、『
日
本
書
紀
通
證
』
が
神
代
巻
に
と
ど
ま
ら
ず
、『
日
本
書
紀
』
全
巻
の
注
釈
を
試

み
た
点
は
そ
れ
ま
で
の
注
釈
と
は
大
き
く
異
な
る
。
な
に
し
ろ
、『
日
本
書
紀
』
全
巻
の
注
釈

書
は
『
釈
日
本
紀
』
以
来
五
百
年
近
く
も
な
か
っ
た
わ
け
だ
か
ら
、
そ
れ
だ
け
で
も
劃
期
的
な

こ
と
で
あ
る
。
士
清
は
、『
倭わ

訓く
ん
の

栞し
お
り

』
の
著
書
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
博
学
多

通
で
、
国
語
学
や
文
献
学
に
精
通
し
て
お
り
、『
日
本
書
紀
通
證
』
に
は
そ
う
し
た
彼
の
学
問

的
素
養
が
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

『
日
本
書
紀
通
證
』と
な
ら
ん
で
こ
の
系
統
の『
日
本
書
紀
』研
究
と
し
て
特
筆
さ
れ
る
の
は
、

河
村
秀ひ

で

根ね

の
『
書し

ょ

紀き

集し
っ

解か
い

』
で
あ
る
。
彼
は
尾
張
の
人
で
、
闇
斎
の
弟
子
の
正
親
町
公き

ん

通み
ち

や
玉

木
葦
斎
に
つ
い
て
神
道
を
学
ん
だ
。
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）、
秀
根
は
子
の
益ま

す

根ね

の
助
力
を

得
て
『
書
紀
集
解
』
三
十
巻
を
完
成
さ
せ
る
。
印
本
に
は
天
明
五
年
（
一
七
八
五
）
の
自
序
が

あ
る
が
、
全
巻
の
刊
行
完
成
は
文
化
の
初
年
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
ま
で
の
中
世
的
な
神
秘
的
解
釈
を
打
破
し
た
点
に
特
色
が
あ
る
が
、
同
書
は
、
本
格
的

な
出
典
研
究
の
嚆
矢
と
云
う
べ
き
存
在
で
あ
る
。『
日
本
書
紀
』
は
漢
文
で
書
か
れ
て
い
る
か
ら
、

そ
の
文
意
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
に
は
出
典
の
詮
索
が
重
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
徹
底
し
て

お
こ
な
っ
た
の
が
、
こ
の
『
書
紀
集
解
』
で
あ
る
。
こ
う
し
た
出
典
論
は
、
か
な
り
の
ち
に
な
っ

て
、小こ

島じ
ま

憲の
り

之ゆ
き

氏
が
そ
れ
を
発
展
さ
せ
た
が

（
22
）、そ

の
端
緒
を
開
い
た
の
は『
書
紀
集
解
』で
あ
る
。

た
だ
、『
書
紀
集
解
』
も
万
全
で
は
な
く
、『
日
本
書
紀
』
の
「
日
本
」
の
字
は
元
来
書
名
に

な
か
っ
た
と
し
て
勝
手
に
『
書
紀
』
と
改
め
た
点
や
、『
日
本
書
紀
』
本
文
に
挿
入
さ
れ
る
分

注
の
多
く
を
後
世
の
攙
入
と
し
て
削
っ
た
点
な
ど
は
、
こ
ん
に
ち
で
は
と
う
て
い
認
め
ら
れ
る

も
の
で
は
な
い
。

さ
て
、
こ
う
し
た
儒
家
の
『
日
本
書
紀
』
研
究
に
対
し
て
、
十
八
世
紀
か
ら
隆
盛
を
極
め
た

の
が
国
学
の
流
れ
を
汲
む
『
日
本
書
紀
』
研
究
で
あ
る
。
す
で
に
十
七
世
紀
末
の
元
禄
四
年

（
一
六
九
一
）
に
、
大
阪
の
僧
契け

い

沖ち
ゅ
う

は
徳
川
光
圀
の
依
頼
を
受
け
、『
萬ま

ん

葉よ
う

代だ
い

匠し
ょ
う

記き

』
と
い
う
萬

葉
歌
の
注
釈
や
『
厚
顔
抄
』
と
い
う
記
紀
歌
謡
の
注
釈
書
を
著
し
て
い
る
。『
厚こ

う

顔が
ん

抄し
ょ
う

』
は
全

三
巻
か
ら
な
り
、
上
・
中
が
『
日
本
書
紀
』
の
歌
を
、
下
が
『
古
事
記
』
の
そ
れ
を
取
り
上
げ

て
い
る
。
歌
謡
の
数
は
『
古
事
記
』
も
『
日
本
書
紀
』
も
お
な
じ
ぐ
ら
い
で
あ
る
か
ら
（
歌
数
は
、

『
古
事
記
』
が
百
十
二
、『
日
本
書
紀
』
が
百
二
十
八
）、
契
沖
が
『
日
本
書
紀
』
の
そ
れ
に
力
を
注

い
で
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
し
、『
日
本
書
紀
』
歌
謡
を
先
に
す
る
と
い
う
排
列
に
も
、

彼
の
『
日
本
書
紀
』
を
重
ん
じ
る
精
神
が
現
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
契
沖
の

研
究
は
、
実
証
的
な
文
献
学
的
方
法
に
よ
る
も
の
で
、
あ
と
に
つ
づ
く
国
学
者
に
大
き
な
影
響

を
与
え
て
い
る
。

つ
ぎ
に
あ
げ
ら
れ
る
の
は
荷か

田だ
の

春あ
ず
ま

満ま
ろ

で
あ
る
。
彼
は
京
都
の
伏
見
稲
荷
神
社
の
神
官
の
家

に
生
ま
れ
た
が
、
荷
田
家
に
は
神
道
と
歌
学
の
伝
統
が
あ
り
、
彼
は
そ
の
学
問
の
宣
伝
と
興
隆

と
を
目
ざ
し
て
い
た
と
い
う
。
春
満
の
著
述
は
記
紀
・
風
土
記
・
律
令
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
が
、

『
日
本
書
紀
』
を
重
視
し
、
数
々
の
著
作
や
講
義
録
を
残
し
て
い
る
。
國
學
院
大
學
が
創
立

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
八
号
（
令
和
四
年
三
月
）
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百
二
十
周
年
の
記
念
事
業
と
し
て
『
新
編
荷
田
春
満
全
集
』
全
十
二
巻
を
刊
行
し
た
が
、
同
書

の
第
二
・
三
巻
に
は
未
公
開
の
資
料
も
ふ
く
め
春
満
の
『
日
本
書
紀
』
の
講
義
録
な
ど
が
松
本

久
史
氏
ら
に
よ
っ
て
翻
刻
さ
れ
て
い
る

（
23
）。

そ
の
ほ
と
ん
ど
は
神
代
巻
の
注
釈
書
や
講
義
録
で
あ

る
が
、
彼
が
後
世
の
解
釈
を
捨
て
て
も
っ
ぱ
ら
神
代
巻
本
文
と
一
書
に
よ
っ
て
研
究
す
べ
き
こ

と
を
説
い
た
点
は
注
目
し
て
よ
い
。

た
だ
、
周
知
の
と
お
り
、
つ
づ
く
賀か

茂も
の

真ま

淵ぶ
ち
（
24
）の

こ
ろ
か
ら
、
国
学
者
は
『
古
事
記
』
を
高
く

評
価
す
る
よ
う
に
変
わ
っ
て
い
く
。
寛
政
十
二
年
（
一
七
九
八
）
に
本
居
宣
長

（
25
）が

『
古
事
記
伝
』

全
巻
を
完
成
し
、
こ
う
し
た
風
潮
は
一
気
に
高
ま
る
（
刊
行
の
完
了
は
一
八
二
二
）。『
日
本
書
紀
』

は
漢
文
で
書
か
れ
て
い
る
の
で
漢
心
に
泥
ん
で
い
る
の
で
、
上
古
の
こ
と
を
知
る
に
は
国
語
を

旨
と
し
た
『
古
事
記
』
に
よ
る
べ
き
だ
と
い
う
考
え
は
理
解
で
き
る
が

（
26
）、

だ
か
ら
と
い
っ
て
『
日

本
書
紀
』の
短
所
ば
か
り
を
あ
げ
つ
ら
う
と
い
う
偏
向
し
た
研
究
姿
勢
に
は
好
感
が
も
て
な
い
。

も
っ
と
も
、
橘

た
ち
ば
な
の

守も
り

部べ

な
ど
は
宣
長
に
反
対
し
て
『
日
本
書
紀
』
の
優
越
性
を
主
張
し
て
い
る

し
、
宣
長
の
歿
後
の
門
人
平
田
篤
胤

（
27
）な

ど
も
『
古こ

史し

徴ち
ょ
う

開か
い

題だ
い

記き

』
に
お
い
て
「
一ひ

た

向ぶ
る

に
古
事

記
を
の
み
善よ

し

と
思
ふ
は
非

ひ
が
ご
と」

と
の
べ
、
宣
長
流
の
『
古
事
記
』
偏
重
の
傾
向
を
批
判
し
て
い
る

（
28
）。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
『
古
史
徴
開
題
記
』
を
読
む
と
、
篤
胤
が
同
時
代
の
伴
信
友
の
学
説
か
ら

大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
有
名
な
伴
信
友
『
比ひ

古こ

婆ば

衣え

』
一
の
巻
の
刊
行

は
、
彼
が
亡
く
な
っ
た
翌
年
の
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
の
こ
と
だ
が
、
こ
こ
に
収
録
さ
れ
て

い
る
「
日
本
書
紀
考
」（
文
政
十
年
、
一
八
二
七
（
29
））

や
「
日
本
紀
年
暦
考
」（
天
保
三
年
、
一
八
三
二
）、

さ
ら
に
は
壬
申
の
乱
を
取
り
上
げ
た
『
長な

が

等ら

の
山
風
』
は
、
彼
の
『
日
本
書
紀
』
研
究
を
代
表

す
る
著
作
だ
が

（
30
）、

こ
れ
ら
の
な
か
で
信
友
は
「
文
献
史
料
に
よ
り
な
が
ら
、
そ
の
背
後
に
存
す

る
隠
れ
た
事
実
を
究
明
し
よ
う
」
と
試
み
て
い
る

（
31
）。

信
友
の
「
日
本
書
紀
後
世
改
刪
説
」
は
こ

ん
に
ち
で
は
否
定
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
彼
の
実
証
主
義
的
研
究
は
こ
ん
に
ち
で
も
有
益

で
、
彼
が
実
践
し
た
諸
本
の
校
合
作
業
と
と
も
に
、
明
治
以
降
の
科
学
的
な
『
日
本
書
紀
』
研

究
に
繋
が
る
も
の
と
云
え
よ
う
。

四
、
幕
末
・
明
治
以
降
の
『
日
本
書
紀
』
の
注
釈

幕
末
の
国
学
者
鈴す

ず

木き

重し
げ

胤た
ね

は
、
四
十
九
年
の
生
涯
に
厖
大
な
古
典
研
究
を
残
し
た
が
、
な
か

で
も
『
日
本
書
紀
傳
』
全
三
十
巻
と
『
延
喜
式
祝
詞
講
義
』
全
十
五
巻
は
、
質
量
と
も
に
鈴
木

重
胤
の
代
表
的
な
著
作
で
、
い
ず
れ
も
『
鈴
木
重
胤
全
集
』
に
収
録
さ
れ
、
こ
ん
に
ち
で
も
な

お
学
界
に
裨
益
し
つ
づ
け
て
い
る

（
32
）。

重
胤
の
『
日
本
書
紀
傳
』
に
つ
い
て
は
、
弘
化
元
年
（
一
八
四
四
）
に
重
胤
が
著
し
た
『
著

撰
書
目
』
に
、
予
定
書
目
と
し
て
す
で
に
そ
の
名
が
み
え
て
い
る
が
、
実
際
に
は
、
嘉
永
六
年

（
一
八
五
三
）
九
月
十
八
日
に
開
宴
、
同
十
一
月
十
四
日
に
起
稿
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
文
久

二
年
（
一
八
六
二
）
四
月
二
十
六
日
に
三
十
二
之
巻
を
脱
稿
し
て
い
る
が
、
重
胤
は
翌
年
八
月

に
暗
殺
さ
れ
て
い
る
か
ら

（
33
）、

以
後
は
未
完
の
ま
ま
で
あ
る
。
神
代
巻
の
途
中
で
中
絶
し
た
が
、

こ
と
に
よ
る
と
、
重
胤
は
『
日
本
書
紀
』
三
十
巻
す
べ
て
の
注
釈
を
志
し
て
い
た
の
か
も
知
れ

な
い
。

残
さ
れ
た
分
を
み
て
も
、
短
い
時
間
で
稿
を
組
ん
だ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
内
容
は
精
緻

で
充
実
し
て
い
る
。
同
書
は
、
ま
ず
『
日
本
書
紀
』
の
原
文
を
あ
げ
、
つ
ぎ
に
そ
の
注
釈
を
掲

げ
る
ス
タ
イ
ル
を
と
っ
て
い
る
が
、
そ
の
注
釈
は
、『
日
本
書
紀
』
に
登
場
す
る
地
名
・
氏
族
・

人
名
の
考
証
か
ら
、
訓
読
・
語
義
・
語
源
な
ど
多
方
面
に
わ
た
り
、
関
聯
資
料
を
豊
富
に
紹
介

し
つ
つ
独
自
の
解
釈
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
縦
横
無
尽
の
博
引
旁
証
は
、
驚
嘆
に
値
す
る
の
で

あ
る
が
、
索
引
も
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
も
な
い
時
代
に
こ
れ
だ
け
の
文
献
を
駆
使
し
、
必
要
な
典
拠

を
あ
た
か
も
掌
を
指
す
が
の
ご
と
く
挙
示
し
て
み
せ
る
重
胤
は
、
陳
腐
な
表
現
で
あ
る
が
、
超

人
的
頭
脳
の
持
ち
主
だ
っ
た
と
云
え
よ
う
。

重
胤
の
学
説
に
は
、
こ
ん
に
ち
で
も
通
用
す
る
も
の
が
少
な
く
な
い
が
、
こ
の
本
に
は
た
ん

に
注
釈
書
と
い
う
レ
ベ
ル
を
超
え
て
、
読
み
物
と
し
て
の
面
白
さ
が
あ
る
。
江
戸
か
ら
明
治
に

か
け
て
の
『
日
本
書
紀
』
の
注
釈
書
と
し
て
は
、
前
掲
『
日
本
書
紀
通
證
』
や
『
書
紀
集
解
』、

日
本
書
紀
研
究
小
史

テ
キ
ス
ト
と
注
釈
の
歴
史

（
荊
木
・
浦
野
）
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さ
ら
に
は
後
述
の
飯い

い

田だ

武た
け

郷さ
と

『
日
本
書
紀
通
釋
』
が
有
名
で
あ
る
が
、
重
胤
の
『
日
本
書
紀
傳
』

も
も
っ
と
評
価
さ
れ
て
よ
い
注
釈
書
で
は
あ
る
ま
い
か
。

さ
て
、
こ
う
し
た
、
歴
史
記
録
と
し
て
『
日
本
書
紀
』
を
研
究
す
る
機
運
は
、
明
治
以
後
い

よ
い
よ
盛
ん
に
な
り
、
幾
多
の
注
釈
書
が
登
場
す
る
。

重
胤
の
知
己
で
あ
っ
た
敷し

き

田た

年と
し

治は
る

は
、
明
治
二
十
四
年
（
一
八
九
一
）
に
『
日
本
紀
標
註
』（
小

林
林
之
助
刊
）
と
い
う
『
日
本
書
紀
』
全
巻
の
注
釈
書
を
刊
行
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
三
十
五

年
に
は
、
飯い

い

田だ

武た
け

郷さ
と

の
『
日
本
書
紀
通
釋
』
全
六
巻
が
刊
行
さ
れ
る
が
、
こ
ち
ら
は
先
行
学
説

の
引
用
が
ほ
と
ん
ど
で
新
味
に
掬
す
べ
き
点
は
少
な
い
と
云
わ
れ
評
価
は
低
い
。

『
日
本
紀
標
註
』
と
『
日
本
書
紀
通
釋
』
を
く
ら
べ
る
と
、
注
釈
書
に
も
書
物
と
し
て
の
運

不
運
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。『
日
本
書
紀
通
釋
』
の
ほ
う
は
、
明
治
二
十
二
年
八
月
か
ら
同

二
十
八
年
十
月
に
か
け
て
大
八
洲
學
會
か
ら
刊
行
が
開
始
さ
れ
た
の
を
皮
切
り
に
（
た
だ
し
、

こ
れ
は
未
完
）、
昭
和
の
末
年
ま
で
、
版
元
を
変
え
つ
つ
十
数
回
に
及
ぶ
出
版
・
復
刊
が
あ
っ
た
。

ま
さ
に
『
日
本
書
紀
』
注
釈
書
の
ロ
ン
グ
セ
ラ
ー
で
あ
る

（
34
）。

こ
れ
に
対
し
、
そ
の
十
年
ほ
ど
前

に
出
た
『
日
本
紀
標
註
』
全
二
十
六
巻
は
、
嵩
高
い
和
装
本
で
扱
い
に
く
く
、
加
え
て
発
行
部

数
も
多
く
な
か
っ
た
と
み
え
て
、
昨
今
で
は
こ
れ
を
引
用
す
る
研
究
者
は
稀
で
あ
る
。

以
上
の
ほ
か
に
も
、
現
在
に
至
る
ま
で
、
厖
大
な
数
の
『
日
本
書
紀
』
の
注
釈
書
が
編
纂
・

出
版
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
先
の
戦
争
が
終
結
す
る
ま
で
は
、『
日
本
書
紀
』
は
『
古
事
記
』

と
と
も
に
日
本
民
族
の
精
神
的
支
柱
と
な
る
神
聖
な
古
典
と
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な

形
の
テ
キ
ス
ト
や
注
釈
書
が
編
ま
れ
、
あ
る
程
度
普
及
し
た
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
荊
木

『『
日
本
書
紀
』
に
学
ぶ
』（
燃
焼
社
、
令
和
二
年
三
月
）
に
網
羅
的
な
リ
ス
ト
を
掲
げ
た
が
、
そ

こ
か
ら
お
も
な
も
の
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、
テ
キ
ス
ト
に
関
し
て
は
、
終
戦
ま
で
の
も
の
に
限
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

①
伴
信
友
校
訂
『
本
朝
六
國
史

日
本
書
紀
』
全
三
冊
（
赤あ

か

志し

忠ち
ゅ
う

七し
ち

、
明
治
十
六
年
八
月
出
版
）

和
装
本
。『
日
本
書
紀
』
全
文
の
校
訂
本
。
第
一
冊
は
巻
第
一
～
七
、
第
二
冊
は
巻
第
八
～

十
九
、
第
三
冊
は
巻
第
二
十
～
三
十
を
収
録
。
の
ち
明
治
四
十
年
三
月
に
郁
文
舎
か
ら
他

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
八
号
（
令
和
四
年
三
月
）
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の
五
国
史
と
合
冊
し
て
縮
刷
版
が
刊
行
さ
れ
た
。

②
岸き

し

本も
と

宗し
ゅ
う

道ど
う

・
大
宮

お
お
み
や

宗そ
う

司し

校
訂
『
日
本
書
紀

全
』（
東
京
堂
、
明
治
二
十
五
年
八
月
発
行
）

『
日
本
書
紀
』
全
文
の
校
訂
本
。
底
本
は
寛
文
板
本
で
諸
本
に
よ
っ
て
校
合
を
施
し
、
頭

注
の
形
で
校
異
を
記
す
。
扉
に
「
菊
園
舎
藏
版
」
と
あ
り
、
奥
附
に
印
刷
者
近
藤
圭
造
、

発
兌
所
東
京
堂
、
大
売
捌
博
文
館
、
関
西
発
売
元
盛
文
館
と
あ
る
。
巻
頭
に
内
藤
耻ち

叟そ
う

の

序
が
あ
る
。

③
經
濟
雜
誌
社
集
『
國
史
大
系
』
第
壹
卷
（
經
濟
雜
誌
社
、
明
治
三
十
年
二
月
発
行
）

『
日
本
書
紀
』
全
文
の
校
訂
本
。「
凡
例
」
に
よ
れ
ば
、「
本
書
は
故
文
学
博
士
小
中
村
清

矩
大
人
が
安
政
の
頃
内
藤
廣
前
の
校
本
を
以
て
異
同
を
註
さ
れ
し
も
の
に
拠
り
て
寛
文
の

板
本
（
流
布
本
）
に
標
註
を
加
へ
傍
ら
日
本
紀
通
證
書
紀
集
解
等
二
三
の
書
を
参
攷
し
て

校
訂
せ
り
」
と
あ
る
。
大
正
四
年
一
月
に
、
黒
板
勝
美
が
再
校
訂
し
た
も
の
が
刊
行
さ
れ

て
い
る
。

④
佐
伯
有
義
編
『
六
國
史
巻
一
・
二

日
本
書
紀
』（
朝
日
新
聞
社
、
巻
壹
昭
和
三
年
十
二
月
、
巻

貮
は
昭
和
四
年
四
月
発
行
）。

『
日
本
書
紀
』
の
全
巻
に
つ
い
て
原
文
と
頭
注
を
掲
げ
る
。
巻
壹
は
寛
文
版
本
を
底
本
と

す
る
『
日
本
書
紀
』
校
訂
本
の
う
ち
、
巻
第
十
五
ま
で
を
収
録
し
、
巻
貮
は
巻
十
六
か
ら

三
十
ま
で
を
収
録
す
る
。
巻
壹
巻
頭
に
は
「
日
本
書
紀
解
題
」
を
排
し
、
巻
貮
巻
末
に
は

附
録
と
し
て
「
日
本
書
紀
所
見
宮
都
並
山
陵
一
覧
」「
天
武
天
皇
紀
賜
姓
一
覧
」
な
ど
を

掲
載
。
の
ち
、
昭
和
十
五
年
三
月
に
上
巻
が
、
同
年
五
月
に
下
巻
の
増
補
版
が
刊
行
さ
れ

て
い
る
。
な
お
、『
明
治
聖
徳
記
念
學
會
紀
要
』
三
八
（
昭
和
七
年
九
月
発
行
）
掲
載
の
佐

伯
有
義
「
六
国
史
の
編
修
と
古
写
本
に
就
て
」
が
掲
載
さ
れ
、
本
書
刊
行
の
経
緯
に
つ
い

て
記
さ
れ
て
い
る
。

⑤
物
集

も
ず
め

高
見
編
『
新
註
皇
學
叢
書

第
一
巻
』（
廣
文
庫
刊
行
会
、
昭
和
四
年
五
月
発
行
）

『
日
本
書
紀
』
全
巻
の
原
文
と
頭
注
。
原
文
の
末
尾
に
「『
日
本
書
紀
校
異
」「『
日
本
書

紀
校
訂
所
據
諸
本
解
説
」
を
附
す
。『
古
事
記
』『
古
語
拾
遺
』
や
風
土
記
を
併
載
。

こ
の
な
か
で
も
、
比
較
的
よ
く
利
用
さ
れ
た
の
は
③
・
④
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
古
代
史
家

の
岸
俊
男
氏
も
は
じ
め
て
読
ん
だ
『
日
本
書
紀
』
の
テ
キ
ス
ト
は
ご
尊
父
・
熊
吉
氏
の
所
持
し

て
お
ら
れ
た
④
だ
と
い
い

（
35
）、

直
木
孝
次
郎
は
、「
佐
伯
有
義
校
訂
の
六
国
史
が
朝
日
新
聞
社
か

ら
出
て
い
た
の
を
、
古
本
屋
で
さ
が
す
ほ
か
な
か
っ
た
が
、
六
国
史
の
な
か
か
ら
『
日
本
書
紀
』

だ
け
を
端
本
で
み
つ
け
だ
す
こ
と
は
、
な
か
な
か
む
づ
か
し
」
く
、「
た
い
て
い
の
学
生
は
、

必
要
な
と
き
は
大
学
の
図
書
室
で
旧
版
の
国
史
大
系
本
（
大
正
期
刊
行
）
か
、
佐
伯
有
義
校
訂

本
を
み
る
こ
と
に
し
て
、
平
素
は
岩
波
文
庫
本
〔
荊
木
註
＝
『
訓
讀

日
本
書
紀
』
全
三
冊
〕
で

あ
る
ま
せ
て
い
た
」
と
回
想
し
て
お
ら
れ
る

（
36
）。

た
し
か
に
、
④
は
わ
ず
か
で
あ
る
が
頭
注
が
附
さ
れ
て
お
り
、
注
釈
書
と
し
て
も
役
に
立
つ

の
で
、
有
益
な
テ
キ
ス
ト
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
本
は
、
の
ち
に
佐
伯
有
義
校

訂
・
標
注
『
増
補
六
國
史
』
卷
壹
日
本
書
紀
上
・
卷
貮
日
本
書
紀
下
（
朝
日
新
聞
社
、
巻
壹
昭
和

十
五
年
三
月
・
巻
貮
同
年
五
月
発
行
）
と
し
て
増
補
版
が
出
て
い
る
し
、
か
な
り
の
ち
の
話
だ
が
、

昭
和
五
十
七
年
七
月
に
は
基
本
的
名
著
の
再
評
価
を
謳
い
文
句
と
し
て
い
た
名
著
普
及
会
よ
り

合
本
し
て
復
刻
さ
れ
、
こ
れ
ま
た
好
評
を
博
し
た
。
今
で
は
見
落
と
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
嵩

高
い
和
装
本
に
か
わ
っ
て
手
軽
な
洋
装
本
の
『
日
本
書
紀
』
が
普
及
し
た
こ
と
は
、
同
書
が
広

く
読
ま
れ
る
原
動
力
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る

（
37
）。

つ
ぎ
に
、
注
釈
書
の
ほ
う
だ
が
、
こ
ち
ら
は
『
日
本
書
紀
通
釋
』
以
降
あ
ま
り
出
て
い
な
い
。

さ
き
に
あ
げ
た
④
・
⑤
に
は
頭
注
が
附
さ
れ
て
い
る
が
、
絶
対
数
が
少
な
す
ぎ
て
あ
ま
り
読
解

の
役
に
は
立
た
な
い
。
全
巻
に
わ
た
る
注
釈
書
と
し
て
は
、
わ
ず
か
に
、
飯
田
季
治
『
日
本
書

紀
新
講
』
上
巻
・
中
巻
・
下
巻
（
明
文
社
、
昭
和
十
一
年
十
月
発
行
）
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
飯
田
武
郷
校
本
に
よ
る
本
文
と
正
訓
（
読
み
下
し
文
）・
講
（
注
釈
）
を
掲
げ
た
も
の
だ

が
、
飯
田
校
本
を
そ
の
ま
ま
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
『
日
本
書
紀
通
釋
』
の

二
番
煎
じ
で
、
け
っ
し
て
評
価
も
高
く
は
な
い
。
こ
う
し
た
状
況
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
明
治

三
十
五
年
に
出
た
『
日
本
書
紀
通
釋
』
が
長
く
読
み
継
が
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
戦
後
、
歴
史
研
究
に
お
け
る
自
由
な
発
言
が
許
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、『
日

日
本
書
紀
研
究
小
史

テ
キ
ス
ト
と
注
釈
の
歴
史

（
荊
木
・
浦
野
）
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本
書
紀
』
の
研
究
も
盛
ん
に
な
る
こ
と
は
、
遍
く
知
ら
れ
て
い
る
。
這
般
の
事
情
に
つ
い
て
は
、

最
近
出
た
塩
川
哲
朗
「
現
代
の
『
日
本
書
紀
』
研
究
」
と
い
う
論
文
に
詳
し
く
ま
と
め
ら
れ
て

い
る
し

（
38
）、

筆
者
も
言
及
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で

（
39
）、

詳
細
は
そ
ち
ら
に
譲
る
。

た
だ
、
戦
後
に
な
っ
て
、
武
田
祐
吉
校
注
『
日
本
古
典
全
書

日
本
書
紀
』
全
六
巻
（
朝
日

新
聞
社
、
昭
和
二
十
三
年
一
月
～
昭
和
三
十
二
年
六
月
発
行
）
や
國
史
大
系
編
修
會
編
『
新
訂

増
補
國
史

大
系

日
本
書
紀
』
前
篇
・
後
篇
（
吉
川
弘
文
館
、
前
篇
は
昭
和
二
十
六
年
九
月
、
後
篇
は
同
二
十
七

年
十
二
月
発
行
）
と
い
っ
た
良
質
の
テ
キ
ス
ト
が
出
版
さ
れ
た
こ
と
が
、
研
究
の
伸
展
を
促
し

た
点
は
特
筆
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

さ
ら
に
、
注
釈
書
の
ほ
う
で
も
坂
本
太
郎
・
家
永
三
郎
・
井
上
光
貞
・
大
野
晋す

す
む

校
注
『
日

本
古
典
文
学
大
系
67
・
68

日
本
書
紀
』
上
・
下
（
岩
波
書
店
、
上
昭
和
四
十
二
年
三
月
・
下
昭

和
四
十
年
七
月
発
行
（
40
））

と
小
島
憲
之
・
西
宮
一
民
・
毛
利
正
守
・
直
木
孝
次
郎
・
蔵
中
進
校
注
・

訳
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

日
本
書
紀
』
①
～
③
（
小
学
館
、
①
は
平
成
六
年
四
月
、
②
は

同
八
年
十
月
、
③
は
同
十
年
六
月
発
行
）
と
、
昭
和
後
期
・
平
成
を
代
表
す
る
注
釈
書
が
刊
行
さ
れ
、

広
く
学
界
共
通
の
財
産
と
な
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
当
代
の
国
史
・
国
文
を
中
心
と
す
る
一

流
の
研
究
者
が
総
力
を
結
集
さ
せ
た
注
釈
書
だ
け
に
、
学
界
に
裨
益
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ

た
。
注
釈
と
い
う
作
業
は
、『
日
本
書
紀
』
の
個
別
研
究
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
集
約
し
た
も
の
だ

か
ら
、
こ
う
し
た
す
ぐ
れ
た
注
釈
書
が
刊
行
さ
れ
た
の
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
戦
後
の
『
日

本
書
紀
』
研
究
が
深
化
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

た
だ
、
ど
ち
ら
も
古
典
の
注
釈
シ
リ
ー
ズ
の
一
冊
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
も
の
だ
け
に
、
他
巻

と
の
バ
ラ
ン
ス
か
ら
種
々
の
制
約
が
あ
っ
た
の
で
、
万
全
と
は
云
え
な
い
。
た
と
え
ば
、
日
本

古
典
文
学
大
系
に
は
現
代
語
訳
・
索
引
は
附
さ
れ
て
い
な
い
し
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に

は
そ
れ
ら
は
備
わ
っ
て
い
る
が
、
ぎ
ゃ
く
に
大
系
本
に
あ
る
よ
う
な
原
文
の
校
異
は
省
か
れ
て

い
る
。
慾
を
云
え
ば
き
り
が
な
い
が
、
令
和
の
時
代
に
は
、
存
分
に
紙
数
を
費
や
し
た
独
立
の

『
日
本
書
紀
』
注
釈
書
が
現
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

お
わ
り
に

以
上
、
非
常
に
駆
け
足
で
『
日
本
書
紀
』
が
編
纂
さ
れ
て
か
ら
の
同
書
の
注
釈
の
歩
み
を
振

り
返
っ
て
き
た
。
紙
幅
の
制
限
か
ら
雑
駁
な
紹
介
に
と
ど
ま
っ
た
こ
と
を
お
詫
び
し
た
い
。

ま
だ
ま
だ
書
く
べ
き
こ
と
は
尽
き
な
い
が
、
最
後
に
、
こ
れ
ま
で
の
べ
た
こ
と
を
い
さ
さ
か

補
足
し
て
お
く
。

筆
者
が
あ
ら
た
め
て
強
調
し
た
い
の
は
、
こ
う
し
た
注
釈
書
の
歴
史
は
、『
日
本
書
紀
』
そ

の
も
の
の
テ
キ
ス
ト
の
普
及
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
卜
部
氏
が
『
日
本
書

紀
』
の
写
本
を
写
し
つ
づ
け
た
こ
と
は
先
に
も
少
し
ふ
れ
た
が
、
最
近
も
、
渡
邉
卓
氏
が
「
卜

部
氏
な
く
し
て
は
後
世
に
『
日
本
書
紀
』
が
伝
わ
ら
な
か
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ

ろ
う
」
と
の
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に

（
41
）、

卜
部
氏
の
功
績
は
大
き
い
。
近
世
に
な
っ
て
『
日
本
書

紀
』
の
テ
キ
ス
ト
が
相
次
い
で
刊
行
さ
れ
た
の
も
、
卜
部
氏
の
所
持
し
て
い
た
『
日
本
書
紀
』

の
写
本
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
慶
長
四
年
（
一
五
九
九
）
に
は
『
日
本
書
紀
』
神
代
巻
、

い
わ
ゆ
る
「
慶
長
勅
版
」
が
刊
行
さ
れ

（
42
）、

つ
い
で
同
十
五
年
に
は
全
三
十
巻
（
い
わ
ゆ
る
「
慶

長
古
活
字
版
」）
が
上
梓
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
寛
永
元
年
（
一
六
二
五
）
に
は
寛
永
版
本
三
十
巻

が
出
版
さ
れ
、多
く
の
人
々
が
容
易
に『
日
本
書
紀
』を
手
に
と
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。

中
世
の
『
日
本
書
紀
』
研
究
で
は
、
写
本
を
み
る
こ
と
の
で
き
る
ご
く
一
部
の
ひ
と
だ
け
が

研
究
に
携
わ
っ
て
い
た
と
い
う
の
が
実
情
だ
が
、
研
究
者
層
を
広
げ
る
と
い
う
点
で
、
テ
キ
ス

ト
の
普
及
は
き
わ
め
て
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
。
研
究
し
よ
う
に
も
、
良
質
の
テ
キ
ス
ト
が
な

い
こ
と
に
は
原
文
を
読
む
こ
と
さ
え
叶
わ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
明
治
以
降
の
二
度

に
わ
た
る
国
史
大
系
の
刊
行
も
そ
う
だ
が
、
縁
の
下
の
力
持
ち
的
な
テ
キ
ス
ト
作
り
に
尽
力
し

た
先
学
の
努
力
に
敬
意
を
払
い
、
感
謝
の
誠
を
捧
げ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

敬
意
を
払
う
と
い
う
点
で
は
、
過
去
の
ど
の
注
釈
書
に
対
し
て
も
、
そ
れ
が
編
ま
れ
た
時
代

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
八
号
（
令
和
四
年
三
月
）
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性
を
考
慮
し
つ
つ
、
公
正
な
評
価
を
す
べ
き
だ
と
思
う
。

先
に
も
紹
介
し
た
よ
う
に
、
中
世
に
お
い
て
は
神
道
家
の
手
に
な
る
『
日
本
書
紀
』、
と
く

に
神
代
巻
の
研
究
が
盛
ん
に
な
り
、
同
時
に
多
数
の
注
釈
書
を
生
ん
だ
。
こ
れ
ら
は
、
つ
づ
く

江
戸
時
代
の
『
日
本
書
紀
』
研
究
に
も
活
用
さ
れ
る
が
、
巻
三
以
降
の
部
分
を
歴
史
記
録
と
し

て
重
ん
じ
る
こ
ん
に
ち
の
歴
史
学
者
の
な
か
に
は
、
家
永
三
郎
氏
の
よ
う
に
、「
そ
れ
ら
は
す

べ
て
自
家
の
神
道
教
義
に
立
脚
し
た
空
理
空
論
で
埋
め
ら
れ
て
お
り
、
書
紀
研
究
の
た
め
に
今

日
読
む
に
値
す
る
も
の
は
一
つ
も
な
い
と
言
っ
て
も
、
言
い
過
ぎ
で
は
な
い

（
43
）」

と
の
べ
て
憚
ら

な
い
か
た
も
お
ら
れ
る
。

た
し
か
に
、
彼
ら
の
解
釈
に
は
曲
解
や
強
引
な
附
会
が
あ
る
こ
と
は
事
実
で
、
歴
史
記
録
と

し
て
『
日
本
書
紀
』
を
読
解
し
よ
う
と
す
る
現
代
の
歴
史
学
者
に
は
あ
ま
り
役
に
立
た
な
い
か

も
知
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
中
世
に
生
き
た
人
々
が
日
本
の
伝
統
を
『
日
本
書
紀
』、
と

く
に
神
代
巻
の
な
か
に
も
と
め
よ
う
と
し
た
態
度
は
間
違
っ
て
い
な
い
し
、
そ
れ
を
否
定
す
る

こ
と
も
で
き
な
い

（
44
）。

し
か
も
、
家
永
氏
が
読
む
に
値
し
な
い
と
い
っ
て
あ
げ
る
『
神
代
巻
口
訣
』

や
『
日
本
書
紀
纂
疏
』
に
も
学
ぶ
べ
き
点
は
多
い
に
あ
る
と
思
う
。
古
典
文
学
大
系
の
『
日
本

書
紀
』
の
神
代
巻
の
注
釈
に
は
『
神
代
巻
口
訣
』
の
説
は
一
箇
所
し
か
引
用
さ
れ
て
い
な
い
が
、

『
神
代
巻
口
訣
』
の
名
を
あ
げ
て
い
な
い
注
に
も
『
神
代
巻
口
訣
』
の
解
説
と
よ
く
似
た
記
述

が
随
所
に
認
め
ら
れ
る
。「
そ
の
程
度
の
説
明
な
ら
、六
百
年
前
に
忌
部
正
通
が
す
で
に『
口
訣
』

で
書
い
て
い
ま
す
よ
」
と
云
い
た
く
な
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
か
ら
、
中
世
の
注
釈
書
も
ま
ん

ざ
ら
捨
て
た
も
の
で
は
な
い
。
塩
川
氏
が
「
こ
れ
ら
の
見
解
は
列
島
に
お
け
る
古
代
～
近
世
に

特
有
の
思
想
的
営
み
・
信
仰
を
等
閑
視
し
て
お
り
、
中
世
・
近
世
の
神
道
研
究
や
古
典
研
究
を

不
当
に
低
く
見
積
も
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
」
と
の
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
筆
者
も
そ
の
考
え
に
同

意
す
る

（
45
）。

『
日
本
書
紀
』
の
注
釈
に
つ
い
て
は
ま
だ
ほ
か
に
も
考
え
る
べ
き
こ
と
は
少
な
く
な
い
が
、

そ
れ
は
別
の
機
会
に
譲
っ
て
、
ひ
と
ま
ず
擱
筆
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

日
本
書
紀
研
究
小
史

テ
キ
ス
ト
と
注
釈
の
歴
史

（
荊
木
・
浦
野
）

― 13―
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注

（
1
）
長
澤
規
矩
也
「
南
宋
初
年
刊
本
周
易
注
疏
説
明
」（『
長
澤
規
矩
也
著
作
集
』
第
十
巻
〈
汲
古
書
院
、

昭
和
六
十
二
年
十
一
月
〉
所
収
）
一
〇
頁
。
ち
な
み
に
、
同
氏
に
よ
れ
ば
、
疏
は
「
通
ず
る
、
開
く

と
い
う
い
み
で
、
水
路
を
切
り
開
い
て
、
水
を
通
り
よ
く
す
る
す
み
、
転
じ
て
、「
注
」
を
さ
ら
に

や
さ
し
く
説
明
し
た
文
」
だ
と
い
う
。

（
2
）
こ
の
点
に
関
す
る
詳
細
は
、
荊
木
美
行
「〝
日
本
書
紀
〟
と
は
な
に
か
」（『
古
典
と
歴
史
』
一
〇
、

令
和
三
年
九
月
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
3
）
念
の
た
め
に
い
う
と
、
神
代
紀
の
正
文
は
、
複
数
の
「
一
書
」
を
綜
合
し
て
、『
日
本
書
紀
』
編

纂
の
際
に
あ
ら
た
に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
、
数
あ
る
「
一
書
」
の
な
な
か
ら
一
つ
を
択
ん
だ
と
い

う
も
の
で
は
な
い
（
西
川
順
土
「
日
本
書
紀
巻
一
巻
二
の
「
云
云
」
の
用
例
を
め
ぐ
っ
て
」
西
川
氏

『
記
紀
・
神
道
論
攷
』〈
皇
學
館
大
学
出
版
部
、
平
成
二
十
一
年
三
月
〉
所
収
）。

（
4
）『
日
本
書
紀
』
の
編
者
が
卑
弥
呼
を
神
功
皇
后
に
あ
て
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
平
田
俊
春
「
神
功

皇
后
紀
の
成
立
と
日
本
書
紀
の
紀
年
」（
平
田
氏
『
日
本
古
典
の
成
立
の
研
究
』〈
日
本
書
院
、
昭
和

三
十
四
年
〉
所
収
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
5
）
養
老
五
年
の
日
本
紀
講
書
の
博
士
に
つ
い
て
は
『
釈
日
本
紀
』
巻
一
の
「
日
本
紀
講
例
」
は
「
博
士
。

或
云
。
不
注
」
と
し
て
い
る
が
、
日
本
紀
竟
宴
和
歌
（
天
慶
六
年
）
に
は
「
養
老
五
年
始
講
。
博
士

従
四
位
下
太
朝
臣
安
麻
呂
」
と
あ
っ
て
、
太
安
万
侶
の
名
を
あ
げ
て
い
る
。
安
万
侶
は
『
古
事
記
』

の
撰
者
と
し
て
有
名
だ
が
、『
弘
仁
私
記
』
の
序
に
よ
れ
ば
、『
日
本
書
紀
』
の
編
纂
に
も
舎
人
親
王

と
と
も
に
携
わ
っ
て
い
た
と
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
疑
問
視
す
る
声
も
あ
る
が
、『
弘
仁
私
記
』

序
が
記
さ
れ
た
の
は
『
日
本
書
紀
』
完
成
か
ら
ま
だ
百
年
足
ら
ず
の
こ
と
で
、
忘
却
さ
れ
て
し
ま
う

よ
う
な
昔
の
話
で
は
な
い
か
ら
、
序
の
執
筆
者
（
多
人
長
か
）
が
祖
先
の
顕
彰
の
た
め
に
あ
え
て
事

実
を
歪
め
て
書
く
こ
と
は
不
可
能
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
筆
者
は
、
太
安
万
侶
の
関
与
を

認
め
て
よ
い
と
考
え
て
い
る
の
で
、
編
纂
ス
タ
ッ
フ
の
一
人
だ
っ
た
安
万
侶
が
養
老
五
年
の
講
書
の

講
師
を
務
め
る
こ
と
は
ご
く
自
然
な
こ
と
だ
と
思
う
。

（
6
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
粕
谷
興
紀
「
日
本
書
紀
私
記
甲
本
の
研
究
」（『
藝
林
』
一
九
―
二
、
昭
和

四
十
三
年
四
月
、藝
林
會
）・「
大
草
香
皇
子
事
件
の
虚
と
実
―『
帝
王
紀
』の
一
逸
文
を
め
ぐ
っ
て
―
」

（『
皇
學
館
論
叢
』
一
一
―
四
、
昭
和
五
十
三
年
八
月
、
皇
學
館
大
學
人
文
學
會
）
参
照
。
な
お
、
両

論
文
は
、
荊
木
美
行
編
『
粕
谷
興
紀
日
本
書
紀
論
集
』（
燃
焼
社
、
令
和
三
年
八
月
）
に
再
録
さ
れ
た
。

（
7
）
坂
本
太
郎
『
六
国
史
』（『
坂
本
太
郎
著
作
集
』
第
三
巻
〈
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
六
十
四
年
一
月
〉

所
収
）
一
〇
二
頁
。

（
8
）
國
學
院
大
學
所
蔵
の
『
信
西
日
本
紀
鈔
』
に
つ
い
て
は
、
中
村
啓
信
『
信
西
日
本
紀
鈔
と
そ
の
研

究
』（
高
科
書
店
、
平
成
二
年
六
月
）
に
全
文
が
翻
刻
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
伊
藤
東
愼
・
大
塚
光
信
・

安
田
章
共
編
『
両
足
院
日
本
書
紀
抄
』（
臨
川
書
店
、
昭
和
六
十
一
年
一
月
）・
小
林
千
草
『
清
原
宣

賢
講
「
日
本
書
紀
抄
」
本
文
と
研
究
』（
勉
誠
出
版
、
平
成
十
五
年
三
月
）
が
あ
る
。

（
9
）
十
二
世
紀
の
中
頃
に
書
か
れ
た
藤
原
範
兼
の
『
和
歌
童
蒙
抄
』
巻
三
に
は
『
日
本
紀
問
答
』
と
い

う
書
物
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。『
和
歌
童
蒙
抄
』
は
『
萬
葉
集
』
な
ど
に
み
え
る
和
歌
を
取
り
上
げ

考
証
し
た
も
の
だ
が
、
こ
こ
に
『
日
本
書
紀
』
の
注
釈
と
思
し
き
本
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注

目
し
て
よ
い
。『
日
本
紀
問
答
』
に
つ
い
て
は
、
久
保
田
収
氏
が
「
本
書
の
著
者
、
成
立
、
内
容
の

詳
細
は
わ
か
ら
な
い
が
、
お
そ
ら
く
は
上
代
末
期
ご
ろ
の
著
作
で
、
当
時
に
お
け
る
『
日
本
書
紀
』

へ
の
関
心
を
伝
へ
る
一
例
で
あ
ら
う
」
と
の
べ
て
お
ら
れ
る
（「
中
世
に
お
け
る
日
本
書
紀
研
究
」『
神

道
史
研
究
』
二
二
―
四
、
昭
和
四
十
九
年
十
一
月
、
四
頁
）。

（
10
）
櫻
池
院
本
に
つ
い
て
は
、
中
村
啓
信
「
日
本
書
紀
巻
第
一
聞
書
」（『
神
道
宗
教
』
五
五
、
昭
和
四

十
四
年
十
月
）
に
、
御
調
八
幡
宮
本
に
つ
い
て
は
山
本
秀
人
・
山
本
真
悟
「
御
調
八
幡
宮
蔵
日
本
書

紀
巻
第
一
聞
書
解
説
並
び
に
影
印
・
翻
刻
」（『
鎌
倉
時
代
語
研
究
』
一
二
、
平
成
元
年
七
月
）
に
、

そ
れ
ぞ
れ
全
文
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
11
）
写
真
版
と
そ
の
解
説
「
日
本
書
紀
私
記

応
永
三
十
五
年

吉
叟
(道
祥
)写
」（
粕
谷
興
紀
氏
執
筆
）

が
、
神
宮
古
典
籍
影
印
叢
刊
編
集
委
員
会
編
『
神
宮
古
典
籍
影
印
叢
刊
2

古
事
記
日
本
書
紀
(下
）

（
皇
學
館
大
學
刊
行
、
八
木
書
店
製
作
・
発
売
、
昭
和
五
十
七
年
四
月
）
に
あ
る
ほ
か
、
中
世
神
道

語
彙
研
究
会
編
『
日
本
書
紀
私
見
聞
』（
皇
學
館
大
学
神
道
研
究
所
、
平
成
十
六
年
三
月
）
に
そ
の

翻
刻
が
あ
る
。

（
12
）
久
保
田
収
『
中
世
神
道
の
研
究
』（
前
掲
）
第
三
章
三
を
参
照
。

（
13
）
坂
本
太
郎
『
六
国
史
』（
前
掲
）
一
〇
二
頁
。

（
14
）
中
村
光
「
中
世
に
於
け
る
日
本
書
紀
の
研
究
」（
史
学
会
編
『
本
邦
史
学
史
論
叢
』
上
〈
冨
山
房
、

昭
和
十
四
年
五
月
〉
所
収
）
六
〇
三
～
六
〇
四
頁
。

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
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紀
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（
15
）
こ
れ
ら
の
写
本
の
複
製
本
も
作
ら
れ
て
い
る
が
、
近
年
、
京
都
国
立
博
物
館
編
『
京
都
国
立
博
物

館
所
蔵
国
宝
吉
田
本
日
本
書
紀
』（
勉
誠
出
版
、
平
成
二
十
六
年
二
月
）・『
新
天
理
図
書
館
善
本

叢
書

日
本
書
紀
乾
元
本
』
全
二
冊
（
八
木
書
店
、
平
成
二
十
七
年
四
月
・
六
月
）
な
ど
の
カ
ラ
ー

版
複
製
が
相
次
い
で
刊
行
さ
れ
、
学
界
に
被
益
し
て
い
る
。

（
16
）
た
と
え
ば
、『
日
本
歴
史
大
辞
典
』
第
一
巻
（
河
出
書
房
新
社
、
昭
和
三
十
一
年
五
月
）
四
九
七

頁
の
「
忌
部
正
通
」（
萩
原
竜
夫
氏
執
筆
）
は
「
内
容
に
は
そ
の
時
代
に
ふ
さ
わ
し
か
ら
ぬ
点
が
多
く
、

後
人
の
仮
託
か
と
お
も
わ
れ
る
。
当
時
神
祇
官
人
に
斎
部
（
い
ん
べ
）
氏
の
も
の
は
い
た
が
、
該
当

者
は
見
当
た
ら
な
い
」
と
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
れ
に
対
す
る
反
論
と
し
て
は
、
久
保
田
収
「
忌
部

正
通
の
神
道
」（
同
氏
『
中
世
神
道
の
研
究
』〈
昭
和
三
十
四
年
十
二
月
〉
所
収
）
が
あ
る
。

（
17
）
西
田
長
男
「
卜
部
神
道
の
成
立
と
一
条
家
の
人
び
と
」（
西
田
氏
『
日
本
神
道
史
研
究
』
第
五
巻
〈
講

談
社
、
昭
和
五
十
四
年
五
月
〉
所
収
）。

（
18
）
岡
田
莊
司
校
訂
『
兼
倶
本

宣
賢
本
日
本
書
紀
神
代
巻
抄
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
昭
和
五
十
九
年
七
月
）

に
吉
田
兼
倶
自
筆
本
の
翻
刻
と
岡
田
氏
に
よ
る
詳
細
な
解
説
が
あ
る
。

（
19
）『
沙
石
集
』
巻
第
一
上
、
太だ

い

神じ
ん

宮ぐ
う
の

御お
ん

事こ
と

に
は
、
以
下
の
よ
う
な
話
が
み
え
る
（
引
用
は
、
新
編
日

本
古
典
文
学
全
集
52
の
小
島
孝
之
校
注
・
訳
『
沙
石
集
』
に
よ
っ
た
）。

去さ
り

し
弘こ

う

長ち
ょ
う

季ね
ん

中ち
ゅ
う

に
、
太
神
宮
へ
詣
で
侍は

ん
べ

り
し
に
、
あ
る
神
官
の
語
り
し
は
、
当
社
に
三
宝
の

御
名
を
言
は
ず
、
御
殿
近
く
は
僧
な
れ
ど
も
詣
で
ざ
る
事
は
、
昔
こ
の
国
い
ま
だ
無
か
り
け
る
時
、

大
海
の
底
に
大
日
の
印
文
有
り
け
る
に
よ
り
て
、
太
神
宮
御
鉾
さ
し
く
だ
し
て
探
り
給
ひ
け
る
。

そ
の
鉾
の
滴し

た
た

り
、
露
の
如
く
な
り
け
る
時
、
第だ

い

六ろ
く

天て
ん

の
魔ま

王わ
う

遥
か
に
見
て
、『
こ
の
滴
り
国
と
成

り
て
、
仏
法
流
布
し
、
人
生
死
を
出
づ
べ
き
相
あ
り
』
と
て
、
失
は
し
め
ん
た
め
に
下
り
け
る
を
、

大
神
宮
、
魔
王
に
あ
ひ
て
、『
我
三
宝
の
名
を
も
言
は
じ
、
身
に
も
近
づ
け
じ
。
と
く
と
く
帰
り

上
り
給
へ
』
と
こ
し
ら
仰
せ
ら
れ
け
れ
ば
、
返
り
に
け
り
。

そ
の
御
約
束
を
違た

が

へ
じ
と
て
、
僧
な
む
ど
御
殿
近
く
参
ら
ず
、
社し

ゃ

壇だ
ん

に
し
て
は
経き

や
う

を
あ
ら
は
に

は
持
た
ず
。
三
宝
の
名
も
正
し
く
は
言
は
ず
。
仏
を
ば
た
ち
す
く
み
、
経
を
ば
染そ

め

紙が
み

、
僧
を
ば
髮か

み

長な
が

、
堂
を
ば
こ
り
た
き
な
ど
言
ひ
て
、
外
に
は
仏
法
を
う
と
き
事
に
し
、
内
に
は
三
宝
を
守
り
給

ふ
こ
と
に
て
御お

は

座し
ま

す
。
故
に
我
国
の
仏
法
は
偏
に
大
神
宮
の
御ご

方ほ
う

便べ
ん

に
よ
れ
り
。

（
20
）
西
岡
和
彦
「『
日
本
書
紀
』
と
山
崎
闇
斎
」（『
神
道
宗
教
』
二
五
九
・
二
六
〇
、
令
和
二
年
十
月
）。

（
21
）
松
本
丘
『
垂
加
神
道
の
人
々
と
日
本
書
紀
』（
弘
文
堂
、
平
成
二
十
年
七
月
）
一
七
〇
～
一
七
五
頁
。

（
22
）
小
島
憲
之
『
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学
』
上
（
塙
書
房
、
昭
和
三
十
七
年
九
月
）。

（
23
）
新
編
荷
田
春
満
全
集
編
集
委
員
会
編
『
新
編
荷
田
春
満
全
集
』
第
二
・
三
巻
（
お
う
ふ
う
、
平
成

二
十
六
年
十
一
月
・
二
十
七
年
六
月
）。

（
24
）
賀
茂
真
淵
は
、
江
戸
時
代
中
期
の
国
学
者
、
歌
人
。
号
は
県
居
。
国
学
四
大
人
の
一
人
。
元
禄
十

年
（
一
六
九
七
）、
遠
江
国
敷
知
郡
（
現
在
の
静
岡
県
浜
松
市
）
に
賀
茂
神
社
の
神
職
の
子
と
し
て

生
ま
れ
る
。
荷
田
春
満
に
入
門
し
国
学
や
和
歌
を
学
び
、
田
安
宗
武
に
仕
え
る
。
真
渕
は
春
満
や
契

沖
の
迹
を
受
け
、
独
自
の
国
学
を
築
い
た
。
宝
暦
十
三
年
（
一
七
六
三
）、
旅
先
の
松
坂
で
本
居
宣

長
と
会
う
。
隠
居
後
は
著
述
に
専
念
し
、
多
く
の
著
作
を
残
し
た
。
明
和
六
年
（
一
七
六
九
）、

七
十
三
歳
で
歿
し
て
い
る
。
主
な
著
作
に
『
万
葉
考
』『
祝
詞
考
』『
国
意
考
』『
歌
意
考
』『
冠
辞
考
』

『
に
ひ
ま
な
び
』『
源
氏
物
語
新
釈
』
な
ど
が
あ
る
。

（
25
）
本
居
宣
長
は
、
江
戸
時
代
中
後
期
の
国
学
者
。
号
は
鈴
屋
。
享
保
十
五
年
（
一
七
三
〇
）
伊
勢
国

飯
高
郡
松
坂
（
現
在
の
三
重
県
松
阪
市
）
の
木
綿
商
の
家
に
生
ま
れ
る
。
医
学
修
行
の
た
め
京
都
に

遊
学
し
、
堀
景
山
に
入
門
し
て
儒
学
を
学
ぶ
一
方
、
古
学
も
志
す
。
松
坂
帰
着
後
は
医
者
で
生
計
を

立
て
つ
つ
、
歌
会
へ
の
入
門
や
『
源
氏
物
語
』
講
釈
を
開
始
す
る
。
宝
暦
十
三
年
（
一
七
六
三
）
に

賀
茂
真
淵
と
初
め
て
対
面
し
、
翌
年
に
入
門
。
真
淵
入
門
後
は
『
古
事
記
伝
』
執
筆
に
と
り
か
か
る
。

以
後
三
十
五
年
の
歳
月
を
か
け
、
寛
政
十
年
（
一
七
九
八
）『
古
事
記
伝
』
四
十
四
巻
を
完
成
さ
せ
る
。

と
き
に
六
十
九
歳
で
あ
っ
た
。
享
和
元
年
（
一
八
〇
一
）、
七
十
二
歳
で
歿
し
て
い
る
。
宣
長
の
研

究
分
野
は
多
岐
に
わ
た
り
、
数
多
く
の
著
作
を
残
し
て
い
る
。
主
な
著
作
に
は
『
古
事
記
伝
』
の
ほ

か
、『
紫
文
要
領
』『
石
上
私
淑
言
』『
直
毘
霊
』『
詞
の
玉
緒
』『
玉
く
し
げ
』『
う
ひ
山
ぶ
み
』『
玉

勝
間
』『
鈴
屋
集
』
な
ど
が
あ
る
。

（
26
）「
書
紀
の
論
ひ
」
は
、『
古
事
記
伝
』
一
之
巻
に
収
載
さ
れ
て
い
る
総
論
の
一
つ
。
古
来
よ
り
人
々

は
『
日
本
書
紀
』
を
尊
み
「
漢
心
」
に
泥
ん
で
お
り
、「
古
学
」
を
忘
れ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
そ

も
そ
も
『
日
本
書
紀
』
と
、
題
に
「
日
本
」
を
付
け
て
い
る
の
は
漢
国
に
対
し
へ
つ
ら
っ
た
表
現
で

あ
り
、
論
じ
て
い
る
漢
籍
の
潤
色
文
は
古
学
の
害
に
な
る
こ
と
、
漢
意
は
人
の
心
に
入
り
や
す
く
惑

い
や
す
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
こ
と
、
ま
た
、『
日
本
書
紀
』
は
漢
籍
と
古
言
の
表
現
が

混
ざ
っ
て
い
る
た
め
読
み
が
た
い
も
の
で
あ
る
と
の
べ
て
い
る
。

日
本
書
紀
研
究
小
史

テ
キ
ス
ト
と
注
釈
の
歴
史

（
荊
木
・
浦
野
）
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（
27
）
平
田
篤
胤
は
、
江
戸
時
代
後
期
の
国
学
者
。
号
は
気
吹
之
舎
。
安
永
五
年
（
一
七
七
六
）
出
羽
国

秋
田
郡
（
現
在
の
秋
田
市
）
の
秋
田
藩
士
の
子
と
し
て
生
ま
れ
る
。
二
十
歳
で
脱
藩
し
、
独
学
に
よ
っ

て
国
学
者
と
な
る
。
本
居
宣
長
の
歿
後
門
人
だ
が
、
宣
長
の
学
問
方
法
と
は
異
な
る
自
説
を
と
り
、

宣
長
が
重
視
し
た
『
古
事
記
』
な
ど
の
古
典
に
記
さ
れ
る
古
伝
説
に
は
矛
盾
や
非
合
理
が
あ
る
と
の

考
え
を
示
し
、『
古
史
伝
』『
古
史
徴
』
を
著
述
す
る
。
天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）、
幕
命
に
よ
り

著
述
禁
止
の
う
え
秋
田
藩
へ
退
去
と
な
る
。
天
保
十
四
年
、
六
十
八
歳
で
歿
し
て
い
る
。
主
な
著
作

は
『
古
史
伝
』『
古
史
徴
』
の
ほ
か
『
古
史
徴
開
題
記
』『
霊
之
真
柱
』『
玉
た
す
き
』『
勝
五
郎
再
生

記
聞
』『
仙
境
異
聞
』
な
ど
が
あ
る
。

（
28
）
平
田
篤
胤
『
古
史
徴
開
題
記
』（
岩
波
書
店
、
昭
和
十
一
年
九
月
）
一
一
六
頁
。

（
29
）
伴
信
友
「
日
本
書
紀
考
」（『
比
古
婆
衣
』〈『
伴
信
友
全
集
』
巻
四
、
国
書
刊
行
会
、
明
治
四
十
年
、

の
ち
昭
和
五
十
二
年
に
ぺ
り
か
ん
社
よ
り
覆
刻
〉
一
の
巻
所
収
）。

（
30
）『
長
等
の
山
風
』
は
『
伴
信
友
全
集
』
巻
四
（
前
掲
）
に
収
録
さ
れ
る
ほ
か
、
日
本
思
想
大
系
50
『
平

田
篤
胤

伴
信
友

大
國
隆
正
』（
岩
波
書
店
、
昭
和
四
十
八
年
九
月
）
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。

（
31
）
関
晃
「
伴
信
友
の
学
問
と
『
長
等
の
山
風
』（
日
本
思
想
大
系
50
『
平
田
篤
胤

伴
信
友

大
國

隆
正
』〈
前
掲
〉
所
収
）
六
一
四
頁
。

（
32
）『
日
本
書
紀
傳
』
に
つ
い
て
は
、
明
治
四
十
三
年
五
月
か
ら
同
四
十
四
年
七
月
に
か
け
て
、
秋あ

き

野の

庸や
す

彦ひ
こ

校
訂
『
日
本
書
紀
傳
』
全
七
巻
が
皇
典
講
究
所
國
學
院
大
學
出
版
部
（
明
治
四
十
五
年
二
月
発

行
の
第
六
巻
か
ら
は
皇
典
講
究
所
國
學
院
大
學
販
売
所
）
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、『
日
本

書
紀
傳
』
は
、
の
ち
に
樹
下
快
淳
編
輯
『
鈴
木
重
胤
全
集
』
第
一
～
九
（
鈴
木
重
胤
先
生
学
徳
顕
揚

会
、昭
和
十
二
年
十
一
月
～
同
十
五
年
十
一
月
）
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
33
）
重
胤
の
暗
殺
は
、
平
田
系
の
過
激
派
に
よ
る
犯
行
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
文
久
元
年
に
な
る
と
、

平
田
派
の
門
人
に
急
進
的
な
人
物
が
加
わ
る
よ
う
に
な
る
。
文
久
三
年
二
月
、
彼
ら
の
手
に
よ
っ
て

等
持
院
の
足
利
氏
三
代
木
像
梟
首
事
件
が
起
き
る
と
、
重
胤
は
平
田
派
の
愚
行
を
嗤
う
談
話
を
発
表
。

こ
れ
が
、
事
件
に
参
加
し
た
平
田
系
過
激
派
の
忌
憚
に
ふ
れ
、
こ
の
年
の
八
月
十
五
日
に
彼
ら
は
重

胤
宅
に
押
し
入
り
、
彼
を
殺
害
し
た
。
実
行
犯
に
は
、
伊
藤
嘉
融
・
梅
村
真
一
郎
・
青
山
景
通
・
近

藤
太
一
と
推
測
さ
れ
る
。
な
お
、
遭
難
時
執
筆
中
の
『
日
本
書
紀
傳
』
三
十
三
之
巻
は
所
在
不
明
で

あ
る
。

（
34
）
飯
田
武
郷
の
『
日
本
書
紀
通
釋
』（
大
八
洲
學
會
、
明
治
二
十
二
年
八
月
～
同
二
十
八
年
十
月
発
行
）

は
、
寛
文
版
本
を
底
本
と
す
る
原
文
を
掲
げ
（
別
巻
の
「
索
引
・
歌
文
集
」
の
口
絵
参
照
）、
そ
れ

に
対
し
て
詳
細
な
注
釈
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
最
初
の
大
八
洲
學
會
出
版
の
分
（
全
七
十
巻
）
は
、

明
治
二
十
二
年
八
月
出
版
の
上
篇
之
一
か
ら
同
二
十
八
年
六
月
出
版
の
上
篇
之
七
ま
で
と
、
中
篇
之

一
（
明
治
二
十
二
年
十
月
）・
二
（
同
年
十
一
月
）
が
あ
る
が
、
他
は
不
明
。
そ
の
後
、
洋
装
活
字

本
全
五
巻
（
発
売
所
は
明
治
書
院
、
明
治
三
十
五
年
一
月
～
同
三
十
六
年
一
月
発
行
）
が
刊
行
さ
れ
、

こ
の
と
き
索
引
（
発
売
所
明
治
書
院
・
六
合
館
、
明
治
三
十
六
年
一
月
発
行
）
が
加
わ
っ
た
。
の
ち

『
再
版
日
本
書
紀
』
の
書
名
で
再
刊
さ
れ
（
発
売
所
明
治
書
院
・
六
合
館
、
全
五
巻
と
も
明
治
四
十
二

年
十
二
月
発
行
、
た
だ
し
索
引
は
な
し
）、
さ
ら
に
大
鐙
閣
（
大
正
十
一
年
十
二
月
～
大
正
十
二
年

四
月
、た
だ
し
索
引
は
な
し
）、内
外
書
籍（
昭
和
五
年
、こ
の
と
き
か
ら
索
引
に
歌
文
が
加
わ
っ
た
）・

畝
傍
書
房
（『
増
補
正
訓
日
本
書
紀
通
釋
』
と
改
題
、
全
巻
と
も
昭
和
十
五
年
十
一
月
発
行
、
索
引

あ
り
。
昭
和
十
七
年
に
も
重
版
）
と
版
元
を
変
え
再
版
、
戦
後
も
昭
和
五
十
六
年
九
月
に
教
育
出
版

セ
ン
タ
ー
よ
り
第
一
～
第
五
・
索
引
歌
文
集
と
し
て
全
六
巻
同
時
に
復
刻
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

昭
和
六
十
年
三
月
に
も
同
社
か
ら
重
版
さ
れ
た
が
、
こ
の
と
き
索
引
歌
文
集
を
「
第
六
」
と
改
め
て

い
る
。

（
35
）
岸
俊
男
「『
日
本
書
紀
』
の
注
釈
」（『
日
本
古
典
文
学
大
系
月
報
』
第
二
期
第
十
五
回
配
本
、
昭

和
四
十
年
六
月
）
一
一
頁
。

（
36
）
直
木
孝
次
郎
「
日
本
書
紀
」（
別
冊
歴
史
読
本
事
典
シ
リ
ー
ズ
6
『
日
本
歴
史
「
古
典
籍
」
総
覧
』

〈
新
人
物
往
来
社
、
平
成
二
年
四
月
〉）
四
〇
頁
。

（
37
）
坂
本
太
郎
氏
は
、
田
口
卯
吉
博
士
の
旧
輯
国
史
大
系
の
刊
行
が
い
か
に
学
者
に
便
益
を
も
た
ら
し

た
か
を
う
か
が
う
逸
話
と
し
て
、「
そ
れ
ま
で
は
図
書
館
で
『
日
本
書
紀
』
を
見
る
に
も
、
木
版
本

三
十
冊
を
全
部
借
り
出
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
に
、
座
右
に
あ
る
活
版
本
一
冊
で
あ
る
む
よ
う
に

な
っ
た
喜
び
は
、
た
と
え
よ
う
も
な
か
っ
た
と
、
恩
師
辻
善
之
助
博
士
が
私
に
語
ら
れ
た
こ
と
が
あ

る
」
と
い
う
辻
博
士
の
談
話
を
紹
介
し
て
お
ら
れ
る
（
同
氏
「
史
書
を
読
む
」『
坂
本
太
郎
著
作
集
』

〈
吉
川
弘
文
館
、
平
成
元
年
二
月
〉
所
収
、
四
四
八
頁
）。

（
38
）
塩
川
哲
朗
「
現
代
の
『
日
本
書
紀
』
研
究
」（『
神
道
宗
教
』
二
五
九
・
二
六
〇
〈
前
掲
〉）。

（
39
）
荊
木
美
行
「
日
本
書
紀
研
究
の
現
在
」（
細
井
浩
志
他
編
『
日
本
書
紀
の
誕
生

編
纂
と
受
容
の

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要
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（
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歴
史
』〈
八
木
書
店
、
平
成
三
十
年
四
月
〉
所
収
）。

（
40
）
な
お
、
大
系
本
は
そ
の
後
新
装
版
が
出
た
あ
と
、
五
分
冊
に
再
構
成
し
て
岩
波
文
庫
に
収
録
さ
れ
、

さ
ら
に
そ
の
ワ
イ
ド
版
が
刊
行
さ
れ
、
こ
ん
に
ち
で
も
容
易
に
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
41
）
渡
邉
卓
「
国
学
者
に
よ
る
『
日
本
書
紀
』
研
究
の
展
開
」（『
神
道
宗
教
』
二
五
九
・
二
六
〇
〈
前
掲
〉）

九
五
頁
。

（
42
）
こ
の
と
き
の
勅
版
神
代
巻
が
、
卜
部
氏
伝
来
の
『
日
本
書
紀
』
を
底
本
と
し
て
お
り
、
開
板
に
あ

た
っ
て
は
卜
部
吉
田
家
の
人
物
が
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
西
田
長
男
「
吉
田
家
に
お

け
る
神
書
開
版
と
慶
長
勅
版
中
臣
祓
」（
西
田
氏
『
神
道
史
の
研
究
』〈
雄
山
閣
出
版
、
昭
和
十
八
年
〉

所
収
、
さ
ら
に
同
氏
『
日
本
神
道
史
研
究
』
第
五
巻
〈
前
掲
〉
所
収
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
43
）
日
本
古
典
文
学
大
系
67
『
日
本
書
紀
』
上
（
岩
波
書
店
、
昭
和
四
十
二
年
三
月
）
五
六
頁
。

（
44
）
坂
本
氏
前
掲
書
、
一
〇
三
頁
。

（
45
）
塩
川
哲
朗
「
現
代
の
『
日
本
書
紀
』
研
究
」（
前
掲
）
二
六
二
頁
。

（
い
ば
ら
き

よ
し
ゆ
き
・
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
教
授
）

（
う
ら
の

あ
や
こ
・
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
助
教
）

日
本
書
紀
研
究
小
史

テ
キ
ス
ト
と
注
釈
の
歴
史

（
荊
木
・
浦
野
）
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Research History of Chronicle of Japan (Nihon shoki )

IBARAKI Yoshiyuki, URANO Ayako

Nihon shoki was completed in 720. It’s the oldest official history of Japan covering events

from the mythical age to the reign of the empress Jitō. This book has been read and studied by

many people during 1300 years up to now. In our paper, we describe how the Japanese read

Nihon shoki. By this investigation, we were convinced the Japanese tried to ask their origins and

traditions through this book. The reason Nihon shoki has been read for a long time is also there.
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