
史書の神学日本紀講

１
１
１
１
１
例
会
５
０
０
回
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
〈
古
代
文
学
研
究
の
新
世
紀
へ
〉

本
稿
は
、
古
代
文
学
会
例
会
五
○
○
回
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
第
二
部

「
歴
史
叙
述
と
注
釈
」
に
お
け
る
筆
者
の
報
告
を
も
と
に
論
文
化
し
た
も

の
で
あ
る
。
こ
の
報
告
は
、
企
画
者
の
要
請
に
よ
り
、
筆
者
の
日
本
紀
講

に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
研
究
を
、
現
時
点
か
ら
語
り
直
す
こ
と
を
主
眼
に

（１）
し
た
。
当
然
、
本
稿
も
そ
の
趣
旨
の
も
と
に
書
か
れ
て
い
る
。

な
お
、
当
日
の
報
告
で
は
冒
頭
で
、
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
「
歴

史
叙
述
と
注
釈
」
に
対
す
る
筆
者
の
ス
タ
ン
ス
に
つ
い
て
、
古
代
文
学
会

の
夏
期
セ
ミ
ナ
ー
を
ふ
り
か
え
り
つ
つ
述
べ
た
が
、
そ
の
大
部
分
を
省
略

し
た
。
理
由
は
二
つ
あ
る
．
第
一
に
は
、
『
古
代
文
学
』
本
号
掲
載
の
筆

者
の
別
稿
と
内
容
が
重
複
す
る
こ
と
。
第
二
に
は
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
テ

ー
マ
と
そ
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
司
会
者
に
よ
る
解
説
が
書
か
れ
る
こ

と
、
で
あ
る
。
ま
た
、
内
容
の
一
部
を
省
略
し
た
り
、
逆
に
、
新
た
に
加

え
た
部
分
も
あ
り
、
必
ず
し
も
当
日
の
話
の
通
り
で
は
な
い
。
い
ず
れ
に

せ
よ
、
講
演
と
し
て
話
す
の
と
、
文
章
と
し
て
書
く
の
で
は
、
結
果
と
し

て
相
当
に
違
っ
た
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
点
、
読
者
の
了
承
を
乞

、『ノグ○

史
書
の
神
学
日
本
紀
講

序

さ
て
、
日
本
古
代
と
い
う
研
究
領
域
の
中
で
、
「
注
釈
行
為
」
だ
と
か

「
注
釈
言
説
」
と
い
っ
た
観
点
か
ら
問
題
を
あ
ぶ
り
出
し
、
私
た
ち
の
研

究
と
し
て
の
歴
史
叙
述
に
新
し
い
視
界
を
も
た
ら
す
こ
と
。
こ
う
い
っ
た

こ
と
が
可
能
な
の
で
は
と
考
え
た
直
接
の
き
っ
か
け
は
、
『
先
代
旧
事
本

紀
」
と
い
う
、
九
世
紀
に
作
ら
札
聖
徳
太
子
撰
を
名
の
っ
た
偽
書
に
つ

い
て
考
え
た
こ
と
だ
っ
た
。
九
○
年
代
の
半
ば
、
古
代
文
学
会
の
夏
期
セ

ミ
ナ
ー
が
「
古
代
文
学
の
〈
現
場
〉
へ
！
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
掲
げ
て
い

た
頃
で
あ
る
。
「
〈
現
場
〉
へ
！
」
と
い
う
合
い
言
葉
の
も
と
、
そ
も
そ
も

こ
の
よ
、
フ
な
テ
キ
ス
ト
が
生
成
す
る
〈
現
場
〉
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の

か
、
あ
る
い
は
、
ど
の
よ
う
な
技
術
に
よ
っ
て
こ
う
い
う
書
は
作
ら
れ
る

の
か
、
と
い
う
こ
だ
わ
り
を
常
に
も
ち
つ
つ
、
『
先
代
旧
事
本
紀
』
の
表

現
を
分
析
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
見
え
て
き
た
の
が
、
こ
の
書
が
作
ら
れ
た
九
世
紀
の
「
日
本
紀

講
」
と
こ
の
書
と
の
関
係
で
あ
っ
た
。
『
旧
事
本
紀
」
は
「
注
釈
行
為
」

「
注
釈
言
説
」
と
不
可
分
に
生
ま
れ
た
。
日
本
紀
講
の
私
記
類
と
読
み
比

（２）

べ
て
ゆ
く
と
き
、
そ
れ
は
ま
ち
が
い
な
さ
そ
う
だ
っ
た
。
日
本
紀
講
の
世

界
に
は
神
話
や
史
書
を
生
み
出
す
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
充
満

し
て
い
る
よ
う
だ
。
と
す
れ
ば
、
そ
も
そ
も
『
古
事
記
』
や
『
日
本
書

津
田
博
幸
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紀
」
を
生
み
出
し
た
く
現
場
〉
も
そ
の
よ
壷
フ
な
も
の
だ
っ
た
の
で
な
い

か
。
そ
ん
な
風
に
考
え
た
の
で
あ
る
。

一
系
譜
と
注
釈

『
古
事
記
」
も
「
日
本
書
紀
』
も
最
初
に
神
々
の
系
譜
（
神
統
譜
）
と

呼
ぶ
べ
き
叙
述
か
ら
始
ま
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
天
皇
代
も
含
め
、
系

譜
は
日
本
古
代
の
歴
史
叙
述
の
骨
格
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
記

紀
両
書
と
も
、
そ
の
冒
頭
の
神
統
譜
に
は
自
注
が
付
さ
れ
て
い
る
。

『
古
事
記
」
の
神
統
譜
の
自
注
で
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
以
下
の
例

である。
そ
れ
ぞ
れ
の
名
の
末
尾
の
「
邇
」
の
下
の
小
字
「
上
」
「
去
」
は
、

「
邇
」
の
声
調
（
上
声
・
去
声
）
を
示
し
て
い
る
。
同
じ
「
邇
」
で
も
ア

ク
セ
ン
ト
が
違
壱
フ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
違
い
は
不
自
然

な
も
の
だ
と
さ
れ
る
。
「
宇
比
地
邇
」
の
「
邇
」
と
「
須
比
智
邇
」
の

「
邇
」
は
同
一
語
源
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
邇
」
の
ア
ク
セ
ン
ト

に
相
違
が
生
じ
る
こ
と
は
、
自
然
言
語
と
し
て
運
用
さ
れ
て
い
る
限
り
は

あ
り
え
な
い
。
お
そ
ら
く
こ
れ
は
、
「
イ
ザ
ナ
キ
」
「
イ
ザ
ナ
ミ
」
の
末
尾

の
「
キ
」
と
「
ミ
」
の
ア
ク
セ
ン
ト
の
違
い
か
ら
の
類
推
に
よ
り
、
男

神
・
女
神
の
違
い
を
表
示
す
る
べ
く
創
作
さ
れ
た
ア
ク
セ
ン
ト
な
の
だ
、

（３）

と
い
う
。
神
の
名
の
聴
覚
映
像
が
人
工
的
に
作
ら
れ
た
の
だ
。

『
古
事
記
」
の
施
注
原
則
は
、
「
読
者
に
語
意
・
文
意
を
正
し
く
伝
え

る
」
と
い
う
趣
旨
で
一
貫
し
て
い
る
。
こ
こ
も
そ
の
よ
う
な
趣
旨
で
、
神

次
成
神
名
、
宇
比
地
邇
上
神
、
次
妹
須
比
智
邇
去
神
。

名
の
「
正
し
い
意
味
」
（
一
方
の
「
邇
」
は
男
性
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、

も
う
一
方
の
「
邇
」
は
女
性
で
あ
る
こ
と
を
示
す
）
を
、
筆
録
者
の
理
解

に
基
づ
き
、
注
記
し
た
も
の
だ
。
た
だ
し
、
そ
の
よ
、
フ
な
「
正
し
い
意

味
」
（
正
し
い
聴
覚
映
像
）
は
自
然
言
語
の
レ
ベ
ル
で
は
あ
り
え
な
い
も

の
な
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
要
す
る
に
、
神
の
名
の
注
釈
が
、
結
果
的
に

神
の
名
の
創
造
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
神
の
名
に
思
い
を
潜

め
、
神
を
作
り
出
し
て
ゆ
く
思
惟
。
こ
こ
に
は
、
一
種
の
神
学
的
世
界
が

ある。『
日
本
書
紀
』
冒
頭
の
神
統
譜
は
ど
う
か
。
そ
こ
に
も
様
々
な
注
が
付

さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
も
ま
た
、
神
の
名
を
め
ぐ
る
神
学
的
思
索
の
軌

跡ととらえられよ、フ。

た
と
え
ば
、
正
文
冒
頭
の
系
譜
の
三
代
目
「
豐
掛
淳
尊
」
に
つ
い
て
、

第
一
の
一
書
は
以
下
の
よ
う
な
〈
ま
た
の
名
〉
を
挙
げ
る
。
「
豐
国
主
尊
」

「
豊
組
野
尊
」
「
豐
香
節
野
尊
」
「
浮
経
野
豊
買
尊
」
「
豊
国
野
尊
」
「
豊
醤

野尊」「葉木国野尊」「見野尊」。

こ
の
異
名
リ
ス
ト
に
ど
れ
だ
け
の
数
の
人
間
の
ど
れ
だ
け
の
思
索
が
重

ね
ら
れ
て
い
る
か
、
知
る
す
べ
も
な
い
。
た
だ
言
え
る
こ
と
は
、
こ
の
リ

ス
ト
は
、
神
の
名
が
漢
字
と
い
う
表
語
文
字
と
出
会
っ
た
と
き
に
生
じ

た
、
意
味
と
聴
覚
映
像
を
め
ぐ
る
反
省
の
集
積
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
》
う
い
、
フ
反
省
は
ど
の
よ
壱
フ
な
和
語
に
つ
い
て
も
起
こ

っ
た
は
ず
だ
が
、
一
つ
の
語
彙
を
も
と
に
し
て
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
バ
ー
ジ

ョ
ン
が
生
じ
、
か
つ
保
存
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
普
通
は
な
い
だ
ろ
、
フ
。

こ
の
リ
ス
ト
は
、
文
字
化
を
契
機
に
、
こ
の
神
の
名
が
語
義
・
語
源
説
レ

ベ
ル
で
執
勘
に
探
求
さ
れ
、
か
つ
す
べ
て
の
試
案
が
収
集
・
保
存
さ
れ
た

こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
信
仰
対
象
に
つ
い
て
の
思
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神
名
の
語
義
・
語
源
の
探
求
や
正
し
い
神
統
譜
の
選
択
は
、
『
日
本
書

紀
』
が
完
成
す
れ
ば
終
わ
る
と
い
、
フ
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、

『
日
本
書
紀
」
が
作
ら
れ
た
こ
と
で
神
学
的
思
惟
の
無
限
の
サ
イ
ク
ル
が

始
ま
っ
て
し
ま
っ
た
と
考
え
た
方
が
よ
い
。
そ
れ
は
平
安
の
日
本
紀
講
に

引
き
継
が
れ
た
。
日
本
紀
講
を
担
っ
た
史
官
た
ち
は
、
新
た
な
異
説
を
収

集
し
、
競
合
さ
せ
、
選
択
し
、
し
か
も
、
す
べ
て
を
保
存
し
た
。

元
慶
度
（
八
七
八
～
八
八
一
年
）
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
私
記
に
、
神

統
譜
に
見
え
る
神
名
の
「
由
」
を
問
わ
れ
た
博
士
が
「
国
常
立
尊
、
豊
掛

淳
尊
、
神
戸
之
辺
尊
、
大
苫
辺
尊
、
伊
笑
諾
、
伊
芙
脅
」
に
つ
い
て
は
未

索
、
つ
ま
り
神
学
の
領
域
だ
か
ら
こ
そ
起
こ
る
現
象
で
あ
る
。

『
日
本
書
紀
』
筆
録
者
は
、
収
集
さ
れ
た
名
前
の
中
か
ら
、
「
豊
掛
淳

尊
」
を
、
あ
る
い
は
こ
の
名
を
含
む
系
譜
を
選
ん
で
正
文
に
据
え
た
。
こ

の
こ
と
も
き
ち
ん
と
評
価
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は

重
要
な
選
択
で
あ
る
。
そ
れ
は
世
界
を
ど
の
よ
』
フ
に
始
め
る
か
と
い
う
こ

と
で
あ
り
、
「
日
本
書
紀
』
の
歴
史
叙
述
の
基
本
枠
を
確
定
す
る
こ
と
に

な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
筆
録
者
の
、
い
わ
ば
自
ら
の
神
学
を
賭

け
た
判
断
が
あ
っ
た
は
ず
だ
。

し
か
も
、
『
日
本
書
紀
」
は
他
の
候
補
を
小
字
二
行
書
き
の
注
と
し
て

保
存
し
た
。
他
を
排
し
て
唯
一
の
正
伝
を
記
述
し
た
『
古
事
記
』
と
は
決

定
的
に
違
う
態
度
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
『
日
本
書
紀
』
の
態
度
の
方
が

よ
り
注
釈
家
的
だ
、
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
態
度
は
、
九
、
十
世

紀
の
『
日
本
書
紀
』
注
釈
の
営
み
、
す
な
わ
ち
日
本
紀
講
に
正
し
く
継
承

（４）

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

二
日
本
紀
講
と
神
統
譜

詳
だ
と
答
え
た
記
事
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
か
ら
約
六
十
年
後
の
承

平
度
講
書
（
九
三
六
～
九
四
三
年
）
の
私
記
に
な
る
と
、
な
ん
と
、
博
士

矢
田
部
公
望
が
、
「
先
師
説
」
（
延
喜
講
書
の
博
士
藤
原
春
海
、
ま
た
は
自

身
の
父
・
矢
田
部
名
実
を
指
す
か
）
と
し
て
国
常
立
の
名
義
を
説
き
、
そ

れ
に
加
え
て
、
神
世
七
代
の
神
々
の
名
義
ま
で
ち
ゃ
ん
と
説
明
し
て
い
る

（５）

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
当
初
不
明
で
あ
っ
た
神
統
譜
の
個
々
の
名
義
が
、

代
々
の
日
本
紀
講
で
探
求
さ
れ
、
次
第
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
っ
た
、
と

い
う
こ
と
に
な
る
．
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
に
し
て
明
ら
か
に
な
っ
た
名

義
が
、
「
日
本
書
紀
』
筆
録
者
が
考
え
て
い
た
名
義
で
あ
る
保
証
は
ど
こ

に
も
な
か
ろ
、
フ
。
む
し
ろ
、
そ
れ
は
日
本
紀
講
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
も

の
だ
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
ま
た
注
釈
行
為
に
よ
っ
て
神
が

再
創
造
さ
れ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
神
々
は
、
こ
う
い
う
神
学
世
界
に
招
聰

さ
れ
て
は
変
態
し
、
生
き
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

系
譜
の
選
択
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
。
た
と
え
ば
、
『
弘

仁
私
記
』
序
の
挙
げ
る
驚
く
べ
き
新
見
を
見
よ
。

『
日
本
一
書
」
な
る
書
の
説
と
い
う
。
も
ち
ろ
ん
、
「
国
常
立
尊
」
か
ら

世
界
を
始
め
る
『
日
本
書
紀
」
正
文
と
は
互
い
に
異
説
の
関
係
に
あ
る
。

こ
の
序
は
、
『
日
本
書
紀
』
を
講
読
し
た
と
き
の
ノ
ー
ト
に
付
け
ら
れ
た

も
の
で
、
終
わ
り
近
く
に
、
世
界
の
始
ま
り
か
ら
弘
仁
の
日
本
紀
講
に
至

る
ま
で
を
簡
略
に
述
べ
た
箇
所
を
含
ん
で
い
る
。
ノ
ー
ト
に
付
け
た
序
に

し
て
は
な
か
な
か
に
壮
大
な
内
容
な
の
で
あ
る
。
右
は
そ
の
部
分
に
出
て

く
る
記
述
だ
。
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
で
は
、
「
日
本
書
紀
』
を
勉
強
し
た
の

夫
、
自
二
天
常
立
〈
里
至
二
畏
根
命
一
八
千
万
億
歳
。
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だ
か
ら
、
当
然
、
世
界
の
始
ま
り
は
『
日
本
書
紀
』
正
文
に
よ
っ
て
書
き

そ
う
な
も
の
だ
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
筆
者
は
、
右
の
異
説
を
堂
々
と
大

字
一
行
書
き
で
掲
げ
て
い
る
。
一
方
で
『
日
本
書
紀
』
を
聖
典
と
し
て
護

持
し
つ
つ
、
も
う
一
方
で
、
そ
の
「
日
本
書
紀
」
正
文
と
は
異
な
る
説
を

平
然
と
選
び
取
っ
て
み
せ
る
の
だ
。
こ
れ
は
分
裂
だ
そ
う
か
。
い
や
、
む

し
ろ
、
彼
こ
そ
が
、
注
釈
家
と
し
て
、
あ
る
い
は
神
学
家
と
し
て
、
正
し

く
『
日
本
書
紀
』
の
態
度
を
継
承
し
て
い
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
う
い
っ
た
神
学
的
注
釈
行
為
の
競
合
の
中
で
、
た
と
え
ば
「
先
代
旧

事
本
紀
』
は
生
ま
れ
た
。
こ
の
書
は
冒
頭
近
く
に
「
神
代
系
紀
」
と
題
し

事
本
紀
』
は
生
ま
れ
た
。
こ
の
書
は
目

て
、
次
の
よ
う
な
神
統
譜
を
掲
げ
る
。

収
集
し
、
保
存
し
、
か
つ
自
ら
の
神
学
的
見
地
に
よ
り
、
自
説
を
掲
げ

る
こ
と
。
少
な
く
と
も
こ
の
系
譜
部
を
見
る
限
り
、
『
先
代
旧
事
本
紀
』

は
、
『
日
本
書
紀
』
や
日
本
紀
講
に
関
わ
っ
た
史
官
た
ち
の
仕
事
を
正
統

的
か
つ
発
展
的
に
継
承
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
場
合
の
「
仕

事
」
と
は
、
注
釈
を
す
る
こ
と
と
テ
キ
ス
ト
を
作
る
こ
と
が
同
時
進
行
す

る
、
そ
う
い
う
仕
事
で
あ
る
。
日
本
紀
講
と
は
、
そ
も
そ
も
そ
う
い
う
仕

天
祖
天
譲
日
天
狭
霧
国
禅
日
国
狭
霧
尊

可
美
葦
牙
彦
舅
尊

二
代
倶
生
天
神

国常立尊赫一鑑樒唾率軒亦云国狹槌尊。

豐国主尊脳蕊錨率騨回靭癒奉鋤鏑騨軒（以下略）

一
代
倶
生
天
神

天御中主尊亦一昊常立尊

「
師
説
」
は
、
「
あ
を
に
よ
し
」
と
は
楢
の
木
の
葉
が
青
玉
（
あ
お
に
）

の
よ
う
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
地
名
「
な
ら
」
に
も
「
喰
言
」
と
し
て
「
あ

を
に
よ
し
」
を
冠
す
る
の
だ
、
の
意
。
「
或
説
」
は
、
ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ
が
降

な

ら

臨
し
た
と
き
、
「
乃
楽
」
の
地
に
青
々
と
草
木
が
生
い
茂
っ
て
い
た
の
で
、

こ
の
地
名
に
は
「
発
語
」
と
し
て
、
「
あ
を
に
よ
し
」
を
付
け
る
の
だ
、

の
意
で
あ
る
。
こ
う
い
う
場
合
の
通
例
か
ら
し
て
、
「
或
説
」
も
師
（
講

博
士
）
の
紹
介
で
あ
る
、
フ
。
「
師
説
」
と
「
或
説
」
で
は
、
評
価
に
差
は

あ
る
は
ず
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
「
或
説
」
も
保
存
さ
れ
て
ゆ
く
。
こ
う

し
て
諸
言
説
が
収
集
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

注
目
さ
れ
る
の
は
、
「
或
説
」
の
方
で
、
周
知
の
神
武
紀
三
十
一
年
の

記
事
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
だ
と
言
え
よ
う
。
神
武
紀
は
、
枕
詞
「
そ
ら
み

事
の
ベ
ク
ト
ル
を
も
っ
た
世
界
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
叙

述
の
テ
キ
ス
ト
が
生
ま
れ
た
。
そ
し
て
、
お
そ
ら
く
、
当
の
『
日
本
書

紀
」
自
体
が
、
そ
の
よ
、
フ
な
世
界
か
ら
生
ま
れ
、
そ
の
よ
『
フ
な
世
界
の
雛

形
を
伝
え
た
の
で
あ
る
。

収
集
さ
れ
る
異
説
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
小
さ
な
物
語
が
含
ま
れ
て
い

た
。
た
と
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
枕
詞
「
あ
を
に
よ
し
」
に
つ
い
て
、
年
次
不

明
私
記
含
釈
日
本
紀
』
所
引
）
に
こ
、
フ
あ
る
。

師
説
。
楢
木
之
葉
也
。
如
二
青
玉
→
故
、
哺
言
レ
之
也
。
或
説
。
昔
、

饒
速
日
、
自
レ
天
降
時
、
見
二
乃
楽
之
地
一
蔓
蕾
繁
蕪
。
故
、
欲
し

言一一乃楽一之時、有二此発語一也。

三
収
集
さ
れ
る
物
語
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日
本
紀
講
が
終
了
す
る
と
記
念
の
宴
（
寛
宴
）
が
開
か
れ
、
参
加
者
が

そ
れ
ぞ
れ
『
日
本
書
紀
」
の
登
場
者
（
神
ま
た
は
人
）
を
題
に
し
て
歌
を

詠
む
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
歌
は
、
聖
徳
太
子
の
事
跡
と
い
っ
て

も
、
『
日
本
書
紀
』
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
そ
れ
を
詠
ん
で
い
る
。
幼
い

太
子
が
、
美
し
い
が
は
か
な
い
桃
の
花
よ
り
「
百
年
の
貞
木
」
た
る
松
を

好
ん
だ
と
い
う
、
『
聖
徳
太
子
伝
暦
』
敏
達
天
皇
三
年
条
に
記
さ
れ
た
物

語である。

こ
の
物
語
は
、
あ
ら
か
じ
め
寛
宴
の
参
加
者
に
知
ら
れ
て
い
た
か
ら
こ

そ
和
歌
に
詠
み
え
た
と
考
え
た
方
が
自
然
だ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
、
当
の
日

本
紀
講
の
ど
こ
か
で
紹
介
済
み
の
話
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
い
う

新
来
の
物
語
も
「
日
本
紀
寛
宴
和
歌
」
と
し
て
詠
ん
で
よ
か
っ
た
の
だ
。

つ
ま
り
は
、
こ
う
い
う
話
も
〈
日
本
紀
〉
に
含
ま
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に

つ
」
に
つ
い
て
、
ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ
が
降
臨
す
る
と
き
、
天
磐
船
に
乗
っ
て
空

か
ら
大
和
の
国
を
望
み
見
た
こ
と
に
よ
り
「
虚
空
見
つ
日
本
の
国
」
と
名

付
け
ら
れ
た
、
と
す
る
。
「
或
説
」
は
同
じ
パ
タ
ー
ン
で
「
あ
を
に
よ
し
」

を
説
明
し
た
の
で
あ
る
。
ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ
神
の
、
「
日
本
書
紀
』
に
登
録
さ

れ
て
い
な
い
事
跡
が
、
一
つ
追
加
さ
れ
、
記
録
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
こ
う
い
っ
た
「
日
本
書
紀
』
に
載
っ
て
い
な

い
、
い
わ
ば
新
来
の
物
語
も
、
平
安
の
日
本
紀
講
参
加
者
に
と
っ
て
は

〈
日
本
紀
〉
だ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
『
日
本
紀
寛
宴

和
歌
』
に
載
る
以
下
の
歌
を
見
よ
。
承
平
度
講
書
の
寛
宴
（
九
四
三
年
）

に
お
け
る
藤
原
師
尹
の
歌
、
題
は
「
聖
徳
太
子
」
で
あ
る
。

と
よ
と
み
こ

咲
き
匂
ふ
花
を
ば
お
き
て
豊
聡
皇
子
松
に
は
み
ま
す
色
な
か
り
け
り

な
る
の
で
あ
る
。

右
の
例
の
場
合
、
日
本
紀
講
（
寛
宴
和
歌
）
と
『
聖
徳
太
子
伝
暦
』
の

先
後
関
係
は
不
明
だ
が
、
明
ら
か
に
、
日
本
紀
講
で
収
集
さ
れ
た
物
語
が

新
た
な
史
書
に
書
き
加
え
ら
れ
た
と
見
ら
れ
る
例
も
あ
る
。
年
次
不
明
私

記
（
『
釈
日
本
紀
』
所
引
）
に
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
八
岐
大
蛇
退
治
の
場
面
の

「寸斬」に対して、

と
あ
る
。
八
つ
に
切
り
裂
か
れ
た
八
岐
大
蛇
の
断
片
が
、
そ
れ
ぞ
れ
雷
と

な
り
昇
天
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
ん
な
話
は
も
ち
ろ
ん
『
日
本
書
一

紀
』
に
は
な
い
。
異
説
が
収
集
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
そ
し
て
、
こ
の
記
事
唾

が
、
そ
の
ま
ま
『
先
代
旧
事
本
紀
』
の
同
じ
場
面
に
、
以
下
の
よ
う
に
取
一

り
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
此
蛇
～
之
甚
」
の
部
分
が
ほ
ぼ
同
文
で
、
日
本
紀
講
の
場
で
は
語
っ

た
博
士
の
感
想
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
「
是
神
異
之
甚
芙
」
ま
で
ご
丁
寧

に
引
い
て
あ
る
。
私
記
か
ら
直
接
引
用
さ
れ
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。

日
本
紀
講
が
新
た
に
生
成
す
る
歴
史
テ
キ
ス
ト
に
い
わ
ば
養
分
を
与
え
て

いるのだ。

こ
の
よ
う
に
、
日
本
紀
講
は
物
語
を
収
集
し
、
そ
れ
が
く
日
本
紀
〉
と

師
説
、
此
蛇
斬
為
二
八
段
→
即
毎
レ
段
成
し
雷
。
惣
為
二
八
雷
《
飛
躍

昇
天
。
是
神
異
之
甚
也
。

素
斐
烏
尊
、
乃
抜
二
所
し
帯
十
握
剣
→
寸
二
斬
其
蛇
→
此
蛇
為
二
八
段
《

即
毎
し
段
成
し
雷
。
惣
為
二
八
雷
一
飛
躍
昇
天
。
是
神
異
之
甚
芙
。



歴史叙述と注釈

「
日
本
書
紀
」
は
宇
宙
の
生
成
を
陰
陽
論
に
よ
っ
て
説
き
、
そ
こ
か
ら

神
々
の
物
語
を
展
開
さ
せ
て
い
る
。
中
国
式
神
秘
思
想
を
基
礎
に
作
ら
れ

た
神
話
世
界
で
あ
る
。
日
本
紀
講
で
は
、
そ
の
こ
と
は
正
確
に
理
解
さ
れ

て
い
た
。
と
言
う
よ
り
、
神
秘
思
想
の
側
か
ら
「
日
本
書
紀
」
が
批
評
さ

れ
、
よ
り
正
し
い
神
学
が
構
築
さ
れ
る
と
い
う
可
能
性
す
ら
蔵
し
て
い

た。先
に
見
た
『
弘
仁
私
記
』
序
が
、
国
常
立
尊
か
ら
始
ま
る
系
譜
で
は
な

く
、
天
常
立
尊
か
ら
始
ま
る
そ
れ
を
選
ん
だ
の
も
、
そ
う
い
う
こ
と
で
あ

る
、
フ
。
つ
ま
り
、
陰
陽
論
か
ら
す
る
と
、
陽
の
気
に
よ
っ
て
生
成
す
る

「
天
」
が
先
で
、
陰
性
の
「
地
」
（
国
）
は
後
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

『
日
本
書
紀
』
の
巻
頭
に
も
「
天
」
が
先
に
固
ま
っ
た
と
書
い
て
あ
る
。

だ
か
ら
、
国
常
立
か
ら
始
ま
る
よ
り
天
常
立
か
ら
始
ま
る
神
統
譜
の
方
が

正
し
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
弘
仁
私
記
』
序
の
筆
者
は
お
そ
ら
く

そ、うい、フ判断をしているのだ。

こ
の
点
か
ら
す
る
と
日
神
ア
マ
テ
ラ
ス
が
女
神
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も

問
題
と
な
る
。
元
慶
度
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
私
記
含
釈
日
本
紀
」
所

引
）
に
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

し
て
、
次
の
歴
史
テ
キ
ス
ト
の
母
胎
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

四
神
秘
思
想
と
神
学

問
。
日
者
是
陽
精
、
月
者
是
陰
精
也
。
即
以
レ
君
為
し
日
、
以
レ
臣

為
し
月
也
。
即
此
陰
陽
之
別
也
。
而
今
謂
二
日
神
一
為
二
女
神
一
謂
二

月
神
一
為
二
男
神
一
也
。
何
其
相
反
也
。

答
。
今
此
所
し
問
者
、
是
唐
書
之
義
也
。
今
此
間
、
謂
二
日
神
一
為
二

質
問
の
趣
旨
は
、
『
日
本
書
紀
』
の
よ
う
に
日
が
陰
、
月
が
陽
で
あ
る

な
ら
、
日
を
臣
の
「
象
」
、
月
を
君
の
「
象
」
と
す
べ
き
で
は
な
い
か

（
「
象
」
は
象
徴
物
の
意
で
あ
ろ
う
）
。
対
す
る
答
え
。
『
日
本
書
紀
』
は
こ

こ
で
日
神
・
月
神
の
性
別
だ
け
を
述
べ
て
い
る
で
あ
っ
て
「
君
臣
之
象
」

に
ま
で
関
係
す
る
話
で
は
な
い
。
こ
れ
も
ま
っ
た
く
穏
当
な
意
見
だ
。
し

か
し
、
最
後
に
回
答
者
の
付
け
加
え
た
コ
メ
ン
ト
（
傍
線
部
）
を
見
落
と

聴
講
者
と
博
士
（
助
手
の
尚
復
が
答
え
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
）
と
の

質
疑
応
答
で
あ
る
。
聴
講
者
の
問
い
の
大
意
は
、
日
は
陽
、
月
は
陰
な
の

に
、
日
神
が
女
神
、
月
神
が
男
神
と
い
う
の
は
逆
で
は
な
い
か
。
対
す
る

答
え
は
、
そ
れ
は
「
唐
書
」
の
発
想
で
あ
り
、
「
本
朝
神
霊
之
事
」
は
話

が
別
だ
、
と
い
う
も
の
。
こ
れ
は
現
代
の
わ
れ
わ
れ
か
ら
見
て
も
、
至
極

ま
つ
と
う
な
答
え
だ
。
要
す
る
に
、
わ
れ
わ
れ
が
「
文
献
解
釈
」
を
す
る

と
き
と
同
様
の
思
考
（
あ
る
い
は
価
値
判
断
）
を
こ
の
回
答
者
も
し
て
い

る
よ
、
フ
に
見
え
る
、
と
い
、
フ
答
え
方
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
質
問
者
は
な

ぜ
か
あ
き
ら
め
ず
に
食
い
下
が
る
。

先
儒
又
闘
而
不
レ
詳
。
（
傍
線
引
用
者
）

又
問
。
日
者
君
之
象
也
。
月
者
臣
之
象
也
。
而
今
、
謂
レ
日
為
し
陰
、

謂
レ
月
為
し
陽
。
然
則
、
日
者
臣
之
象
、
月
者
君
之
象
歎
。

答
。
此
只
以
レ
日
為
し
女
、
以
レ
月
為
し
男
耳
。
其
君
臣
之
象
、
未
二

必
相
違
一
凡
此
日
月
二
神
、
其
事
奇
怪
。
未
三
必
詳
．
論
其
状
→
故

舩
保
比
留
曄
一
謂
二
月
神
一
為
一
一
月
人
男
→
是
自
本
朝
神
霊
之
事
耳
。

未下必与二唐書一同上也。（後略）
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し
て
は
な
ら
な
い
。
彼
は
こ
う
言
っ
て
い
る
。
確
か
に
こ
の
二
神
の
こ
と

は
「
奇
怪
」
で
あ
り
、
不
審
が
残
る
。
先
学
た
ち
も
明
ら
か
に
し
え
て
い

ない、と。

執
勘
な
質
問
者
の
こ
だ
わ
り
、
そ
し
て
、
回
答
者
の
最
後
の
い
わ
ば
告

白
。
こ
れ
ら
は
わ
れ
わ
れ
の
世
界
の
「
文
献
解
釈
」
的
思
考
か
ら
は
出
て

こ
な
い
話
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
と
彼
ら
は
何
が
違
う
の
か
。
言
う
ま
で
も

な
い
。
彼
ら
に
と
っ
て
の
日
神
・
月
神
は
現
在
形
で
存
在
し
、
活
動
し
て

い
る
の
だ
。
し
か
も
、
ど
の
よ
う
な
神
で
も
あ
ら
か
じ
め
自
明
な
存
在
で

は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
特
に
祭
儀
の
現
場
で
顕
著
で
あ
る
。
神

の
正
体
や
意
志
は
、
祭
の
度
ご
と
に
占
い
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
も
の

だ
。
神
は
要
す
る
に
人
智
を
越
え
た
変
幻
自
在
の
力
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

神
の
探
求
は
無
限
に
続
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
右
で
問
答
を
し
て
い
る
二
人

は
そ
の
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
る
の
だ
。
そ
し
て
、
問
答
の
果
て
に
つ
ぶ

や
く
。
日
神
ア
マ
テ
ラ
ス
が
女
神
で
あ
る
の
は
お
か
し
い
、
と
。
こ
の
先

に
、
ア
マ
テ
ラ
ス
を
正
し
く
男
神
と
す
る
説
が
現
れ
て
も
何
の
不
思
議
も

な
か
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
伊
勢
神
宮
に
お
け
る
ア
マ
テ
ラ
ス
蛇
神
説
の
よ

（６）
うに。こ

う
し
て
、
『
日
本
書
紀
』
が
依
拠
し
た
神
秘
思
想
に
よ
っ
て
当
の

『
日
本
書
紀
』
自
体
が
批
判
さ
れ
、
新
た
な
神
学
的
ジ
ャ
ン
プ
が
用
意
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

五
史
書
と
聖
人

右
に
見
た
よ
う
な
神
秘
思
想
を
日
本
に
お
い
て
最
初
に
体
現
し
た
の
は

誰
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
体
現
者
Ⅱ
聖
人
が
い
な
け
れ
ば
、
陰
陽
論
に
よ

っ
て
宇
宙
と
日
本
の
神
々
の
生
成
の
神
学
を
叙
述
す
る
こ
と
も
で
き
な
い

は
ず
だ
。
だ
か
ら
、
『
日
本
書
紀
」
に
は
そ
の
よ
う
な
聖
人
の
日
本
に
お

け
る
出
現
を
述
べ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
も
し
『
日
本
書
紀
」
の
歴
史
叙
述

の
中
に
そ
の
体
現
者
を
求
め
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
聖
徳
太
子
だ
っ
た
と

考えるべきだろ蕾フ。

そ
も
そ
も
日
本
の
史
書
作
成
は
聖
徳
太
子
に
始
ま
る
。
こ
れ
は
『
日
本

書
紀
』
の
史
観
で
あ
る
。
周
知
の
記
事
だ
が
引
い
て
お
こ
う
。
推
古
天
皇

二
十
八
年
の
記
事
で
あ
る
。

史
書
の
起
原
・
聖
徳
太
子
は
「
日
本
書
紀
』
が
作
り
出
し
た
超
人
で
も

あ
っ
た
。
推
古
天
皇
元
年
の
こ
れ
も
あ
ま
り
に
有
名
な
記
事
。

生
ま
れ
な
が
ら
に
「
聖
智
」
に
恵
ま
れ
、
長
じ
て
は
仏
教
・
儒
教
に
こ

と
ご
と
く
通
達
し
た
。
そ
し
て
、
「
未
然
」
を
知
る
。
ま
さ
し
く
知
の
超

人である。

要
す
る
に
、
中
国
に
お
い
て
史
書
作
成
が
聖
人
孔
子
の
『
春
秋
』
に
始

ま
っ
た
よ
ミ
フ
に
、
日
本
に
お
い
て
も
史
書
は
知
の
超
人
・
聖
徳
太
子
に
起

原
し
た
、
と
い
う
の
が
『
日
本
書
紀
」
の
〈
物
語
〉
で
あ
っ
た
。
太
子
が

〈
体
現
者
〉
で
あ
る
な
ら
、
当
然
の
話
だ
。
そ
し
て
、
太
子
の
未
来
予
知

生
而
能
言
。
有
し
聖
智
一
及
レ
壮
、
一
聞
二
十
人
訴
一
以
勿
レ
失
能

弁
。
兼
知
二
未
然
王
且
習
二
内
教
紗
高
麗
僧
慧
慈
一
学
二
外
典
紗
博
士

覚→並悉達美。

是
歳
、
皇
太
子
・
嶋
大
臣
共
議
之
、
録
二
天
皇
記
及
国
記
、
臣
・

連
・
伴
造
・
国
造
・
百
八
十
部
井
公
民
等
本
記
→
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歴史叙述と注釈

と
史
書
作
成
は
、
聖
人
の
い
わ
ば
属
性
と
し
て
『
日
本
書
紀
』
に
と
っ
て

は
不
可
分
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

聖
人
が
「
未
然
」
を
知
る
、
つ
ま
り
未
来
予
知
の
話
は
、
仏
・
儒
い
ず

れ
も
あ
り
う
る
。
仏
教
な
ら
来
世
を
知
る
と
い
う
パ
タ
ー
ン
、
儒
教
な
ら

易
に
よ
る
か
、
あ
る
い
は
天
が
現
し
出
す
種
々
の
予
兆
を
解
読
し
て
知
る

と
い
う
パ
タ
ー
ン
に
な
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
陰
陽
論
の
実
践
的
展
開
で

あ
る
。
こ
の
う
ち
、
『
日
本
書
紀
』
に
顕
著
な
の
は
、
天
の
示
す
予
兆
の

記事である。

「
日
本
書
紀
』
に
聖
徳
太
子
が
具
体
的
に
何
か
を
予
知
し
た
と
い
う
話

は
な
い
。
し
か
し
、
太
子
の
活
躍
す
る
推
古
紀
以
降
、
予
兆
と
そ
の
実
現

を
セ
ッ
ト
に
し
た
叙
述
が
顕
著
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
に
意
味
を
見
出
す
べ
き
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
『
日
本
書

紀
」
の
歴
史
叙
述
に
即
し
て
言
う
な
ら
ば
、
知
の
超
人
・
太
子
の
出
現
に

よ
っ
て
世
界
は
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
太
子
以
降
、
世
界
は
解

読
さ
れ
る
べ
き
神
秘
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
満
ち
満
ち
た
も
の
と
し
て
人
々
に

迫
っ
て
く
る
よ
、
フ
に
な
っ
た
、
と
い
う
わ
け
だ
。
そ
し
て
、
太
子
の
仕
事

を
継
承
し
て
史
書
を
作
る
史
官
に
は
、
そ
の
よ
う
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
数
々

を
記
録
す
る
こ
と
が
重
要
な
仕
事
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

中
国
の
正
史
で
は
、
『
漢
書
』
が
「
五
行
志
」
の
巻
を
わ
ざ
わ
ざ
立
て

た
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
天
の
示
す
予
兆
は
史
書
に
記
さ
れ
る
べ

き
必
須
項
目
だ
っ
た
。
『
日
本
書
紀
』
が
作
ら
れ
た
時
代
、
史
書
と
は
そ

う
い
う
も
の
だ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
『
日
本
書
紀
」
も
そ
の
よ
う
な
神
秘

思
想
を
た
っ
ぷ
り
と
含
み
込
ん
だ
書
と
し
て
作
ら
れ
た
わ
け
だ
が
、
そ
の

際
『
日
本
書
紀
」
は
、
自
ら
の
内
部
に
知
の
超
人
出
現
の
〈
物
語
〉
を
置

く
こ
と
で
自
ら
の
知
的
水
準
の
由
来
を
述
べ
た
の
で
あ
る
。

先
に
寛
宴
和
歌
の
例
で
も
見
た
よ
う
に
、
日
本
紀
講
で
も
聖
徳
太
子
は

（７）

く
り
返
し
焦
点
化
さ
れ
て
い
る
。
典
型
は
、
承
平
度
講
害
の
博
士
矢
田
部

公
望
で
あ
る
。
彼
は
な
ん
と
聖
徳
太
子
の
作
っ
た
史
書
、
も
ち
ろ
ん
記
紀

よ
り
も
古
く
、
記
紀
の
も
と
と
な
っ
た
聖
典
を
発
見
し
て
し
ま
っ
た
の
で

あ
る
。
失
わ
れ
た
太
子
の
テ
キ
ス
ト
に
対
す
る
憧
慢
は
歴
代
の
日
本
紀
講

の
記
録
の
あ
ち
こ
ち
に
見
え
て
い
る
が
、
彼
は
そ
の
よ
う
な
、
い
わ
ば
史

官
た
ち
の
夢
を
実
現
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
テ
キ
ス
ト
と
は
、
言
う
ま
で

も
な
く
、
『
先
代
旧
事
本
紀
』
で
あ
る
。

一
方
で
、
公
望
は
、
未
来
記
の
一
種
で
あ
る
予
言
詩
「
宝
志
和
尚
識
」

を
講
義
で
引
用
し
て
も
い
る
。
太
子
の
よ
う
に
「
未
然
」
を
知
る
こ
と
。

こ
れ
も
彼
ら
の
渇
望
す
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
史
書
を
読
み
、
史

書
を
作
る
こ
と
と
未
来
予
知
は
神
秘
思
想
と
い
う
土
壌
の
上
で
は
不
可
分

なのである。

日
本
紀
講
の
時
代
は
、
聖
徳
太
子
伝
の
時
代
で
も
あ
っ
た
。
九
世
紀
以

降
、
盛
ん
に
作
ら
れ
た
太
子
伝
に
は
、
太
子
の
予
兆
解
読
や
予
言
の
物
語

（８）

（
未
来
記
）
が
ふ
ん
だ
ん
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
テ
キ
ス
ト
と
日

本
紀
講
が
相
互
浸
透
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
先
に
寛
宴
和
歌
の
例
で
見
た

通
り
で
あ
る
。
日
本
紀
講
に
は
、
『
日
本
書
紀
』
を
読
み
直
し
、
そ
の
神

秘
的
本
質
を
変
奏
、
ま
た
は
増
幅
し
、
解
放
す
る
と
い
う
面
が
あ
っ
た
。

太
子
伝
や
太
子
未
来
記
の
出
現
は
こ
の
日
本
紀
講
の
運
動
と
映
発
し
合
っ

て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

注
（
１
）
以
下
の
拙
論
を
下
敷
き
に
報
告
し
た
。

ａ
「
偽
書
づ
く
り
の
わ
ざ
ｌ
『
先
代
旧
事
本
紀
」
の
方
法
と
日
本
紀
講

ｌ
」
（
『
日
本
文
学
』
一
九
九
四
年
二
月
号
）
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史書の神学日本紀講

（
３
）
以
上
、
小
松
英
雄
『
国
語
史
学
基
礎
論
」
（
笠
間
書
院
、
一
九
七

三
年
一
月
）
、
山
口
佳
紀
『
古
事
記
の
表
記
と
訓
読
』
第
二
章
（
有

一年七月）

（２）注（１）

（
５
）
矢
田
部
公
望
の
神
統
譜
解
釈
に
つ
い
て
は
、
注
（
１
）
の
拙
論
の

Ｃ
で
分
析
し
た
。
参
照
さ
れ
た
い
。

（
４
）
収
集
さ
れ
た
異
説
の
保
存
と
い
う
こ
と
は
、
（
本
稿
で
は
具
体
的

に
触
れ
え
な
い
が
）
た
と
え
ば
『
釈
日
本
紀
』
所
引
の
私
記
の
訓
注

ｂ
「
日
本
紀
講
と
先
代
旧
事
本
紀
」
（
『
日
本
文
学
」
一
九
九
七
年
一
○

月号）
Ｃ
「
日
本
紀
講
の
知
」
含
古
代
文
学
」
第
三
七
号
、
一
九
九
八
年
三

月）
ｄ
「
歴
史
叙
述
と
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
-
『
日
本
書
紀
』
を
中
心
に

ｌ
」
（
『
日
本
文
学
」
一
九
九
九
年
五
月
号
）

ｅ
「
広
成
の
読
む
『
日
本
書
紀
』
ｌ
『
古
語
拾
遺
」
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」

（
『
国
文
学
」
一
九
九
九
年
九
月
号
）

ｆ
「
聖
徳
太
子
と
『
先
代
旧
事
本
紀
」
ｌ
日
本
紀
講
の
〈
現
場
〉
か
ら

ｌ
」
（
古
代
文
学
会
編
『
祭
儀
と
言
説
』
、
森
話
社
、
一
九
九
九
年
一

ｈ
ヨ
日
本
書
紀
」
と
〈
説
話
空
間
〉
Ｉ
日
本
紀
講
の
〈
現
場
〉
か
ら

ｌ
」
（
『
国
語
と
国
文
学
」
二
○
○
一
年
五
月
号
）

ｉ
『
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
文
化
学
』
第
二
、
三
章
（
森
話
社
、
二
○
○

ｇ
「
和
歌
と
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
-
『
日
本
書
紀
」
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」

二｜
月Ｌ-
ー -

に
触
れ
え
な
い
が
）
た
と
え
ば
語

を
め
ぐ
る
諸
議
論
に
顕
著
で
あ
る
。

三
年
一
月
）
、
山
口
佳
紀
『
古
事
記
の

精
堂
、
一
九
九
五
年
九
月
）
を
参
照
。

（
『
国
文
学
』
二
○
○
○
年
五
月
号
）

い
◎

の
拙
論
の
、
う
ち
、
特
に
ａ
．
ｂ
・
ｆ
を
参
照
さ
れ
た

（
６
）
平
安
の
伊
勢
神
宮
に
お
け
る
ア
マ
テ
ラ
ス
蛇
神
説
に
つ
い
て
は
、

拙
稿
「
ア
マ
テ
ラ
ス
神
話
の
胚
胎
ｌ
方
法
と
し
て
の
宗
教
実
践
者

ｌ
」
（
斎
藤
英
喜
編
『
ア
マ
テ
ラ
ス
神
話
の
変
身
譜
」
、
森
話
社
、
一

九
九
六
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
７
）
日
本
紀
講
に
お
け
る
「
聖
徳
太
子
」
つ
い
て
は
、
特
に
、
注

（
１
）
の
拙
論
の
ｆ
で
分
析
し
た
。
参
照
さ
れ
た
い
。

（
８
）
こ
の
問
題
は
、
も
う
一
人
の
パ
ネ
リ
ス
ト
阿
部
泰
郎
氏
の
報
告
に

詳しい。
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