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村
岡
典
嗣
「
本
居
宣
長
」
を
座
右
に 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

福
島
健
太
郎 

 

   

は
じ
め
に 

 

こ
れ
は
、
村
岡
典
嗣
の
『
本
居
宣
長
』
を
座
右
に
、
読
者
と
宣
長
に
つ
い
て
学
び

た
い
思
い
か
ら
書
い
た
随
感
で
あ
る
。 

宣
長
の
生
涯
は
研
究
と
講
義
に
明
け
暮
れ
し
、
変
化
に
乏
し
い
。
従
っ
て
、
年
譜

は
宝
暦
十
三
年
ま
で
見
て
、
そ
の
後
は
割
愛
し
た
。
（
本
居
宣
長
記
念
館HP

の

「
本
居
宣
長
年
譜
」
も
宝
暦
十
三
年
ま
で
で
止
ま
っ
て
い
る
） 

 
 
 
 
 
 
 
 

本
居
宣
長
は
、
伊
勢
松
坂
の
木
綿
商
、
小
津
家
の
出
で
あ
る
。
父
は
定
利
、
母
は

勝
。
後
に
、
商
家
の
屋
号
小
津
を
捨
て
、
本
居
の
性
を
名
乗
る
の
で
あ
る
が
、
本
居

の
出
所
は
、
尾
張
守
平
頼
盛
の
六
代
の
後
胤
、
本
居
県
判
官
平
建
郷
ま
で
遡
る
。 

 

し
か
し
、
来
歴
が
確
か
な
の
は
、
北
畠
国
司
家
阿
坂
城
目
付
を
務
め
た
、
十
一
代

武
連
ま
で
下
る
。
宣
長
が
「
こ
れ
吾
家
の
祖
也
」
と
言
う
の
は
、
武
連
の
次
男
、
本

居
左
兵
衛
武
秀
で
あ
る
。
武
秀
は
、
国
司
家
滅
亡
後
、
蒲
生
氏
郷
に
仕
え
た
が
、
九

戸
城
の
合
戦
で
討
死
。
長
男
延
連
は
浪
人
と
な
り
、
松
坂
の
大
阿
坂
村
に
住
ん
だ
。

武
秀
の
妻
慶
歩
は
、
夫
が
戦
死
し
た
時
に
は
懐
妊
で
伊
勢
へ
帰
り
、
一
志
郡
小
津
村

の
油
屋
源
右
衛
門
の
家
に
身
を
寄
せ
た
。
後
に
、
源
右
衛
門
は
松
坂
に
移
り
、
小
津

家
と
称
し
た
。
武
秀
の
遺
子
は
、
源
右
衛
門
の
娘
を
娶
り
、
小
津
家
の
別
家
を
立
て

た
。
こ
れ
が
、
宣
長
の
五
世
の
祖
で
あ
り
、
宣
長
は
こ
の
家
に
出
た
。
し
か
し
、
宣

長
の
代
に
は
、
本
居
家
の
血
縁
は
絶
え
て
い
た
。
全
く
小
津
家
の
血
縁
で
あ
る
。
だ

が
、
後
に
医
者
に
志
し
、
本
居
の
姓
に
復
姓
し
た
の
で
あ
る
。
彼
の
遠
祖
は
「
数
な

ら
ざ
り
し
か
ど
も
、
む
げ
に
い
や
し
き
民
」
で
は
な
か
っ
た
。 

  

宣
長
は
、
享
保
十
五
年
（
一
七
三
〇
）
、
伊
勢
国
松
坂
本
町
の
木
綿
商
小
津
定
利

の
二
男
と
し
て
生
ま
れ
た
。
母
は
定
利
後
妻
の
勝
。
実
は
長
男
な
の
で
あ
る
が
、
養

嗣
子
と
定
め
ら
れ
た
義
兄
が
い
た
。
宣
長
の
誕
生
は
、
我
が
子
を
欲
し
が
っ
た
父
母

が
、
吉
野
の
水
分
神
社
に
祈
っ
た
結
果
で
あ
る
と
信
じ
ら
れ
、
後
に
宣
長
も
参
詣
し

て
い
る
。 

 

元
文
五
年
（
一
七
四
〇
）
、
宣
長
十
一
歳
の
時
、
父
定
利
は
江
戸
の
店
で
病
死

し
、
宣
長
と
三
人
の
弟
妹
は
、
母
勝
一
人
の
手
に
育
て
ら
れ
た
。
寛
延
元
年
（
一
七

四
八
）
十
九
歳
に
な
り
、
山
田
の
紙
商
今
井
田
家
に
養
子
に
や
ら
れ
、
紙
商
売
を
始

め
た
が
、
二
十
一
歳
の
時
、
離
縁
し
て
家
に
帰
っ
た
。
『
家
の
む
か
し
物
語
』
に
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は
、
「
ね
が
ふ
心
に
か
な
は
ぬ
事
有
し
に
よ
り
て
」
と
だ
け
書
い
て
い
る
。
翌
年
に

は
義
兄
が
病
死
。
後
始
末
を
つ
け
、
家
督
を
相
続
し
た
。 

 
こ
こ
に
特
筆
す
べ
き
は
、
宣
長
の
家
が
代
々
熱
心
な
浄
土
宗
信
者
で
あ
っ
た
こ
と

で
あ
る
。
十
九
歳
の
時
に
、
菩
提
寺
樹
敬
寺
で
、
五
重
相
伝
を
相
承
し
、
血
脈
を
授

か
り
、
伝
誉
英
笑
道
与
の
道
号
を
受
け
て
い
る
。
村
岡
は
宣
長
の
古
伝
説
信
仰
を
、

浄
土
宗
信
仰
と
垂
加
神
道
（
母
方
の
近
親
に
垂
加
派
の
神
道
家
が
あ
っ
た
）
の
両
方

か
ら
考
え
て
い
る
。 

  

義
兄
定
治
の
死
後
、
家
督
を
相
続
し
た
も
の
の
、
江
戸
の
店
を
失
い
、
定
治
の
遺

産
四
百
両
を
親
戚
の
隠
居
家
に
預
け
入
れ
て
、
そ
の
利
息
を
財
源
と
し
て
生
活
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
、
隠
居
家
の
将
来
も
当
て
に
な
ら
な
い
。 

「
此
ぬ
し
（
定
治
）
な
く
な
り
給
ひ
て
は
、
恵
勝
大
姉
（
母
）
み
づ
か
ら
家
の
事
を

は
か
ら
ひ
給
ふ
に
、
跡
つ
ぐ
弥
四
郎
（
宣
長
）
、
あ
き
な
ひ
の
す
ぢ
に
は
う
と
く

て
、
た
ゞ
書
を
よ
む
こ
と
を
の
み
こ
の
め
ば
、
今
よ
り
後
、
商
人
と
な
る
と
も
、
事

ゆ
か
じ
、
又
家
の
資
も
、
隠
居
家
の
店
お
と
ろ
へ
ぬ
れ
ば
、
ゆ
く
さ
き
う
し
ろ
め
た

し
、
も
し
か
の
店
、
事
あ
ら
ん
に
は
、
わ
れ
ら
何
を
以
て
か
世
を
わ
た
ら
ん
、
か
ね

て
そ
の
心
づ
か
ひ
せ
で
は
あ
る
べ
か
ら
ず
、
然
れ
ば
弥
四
郎
は
、
京
に
の
ぼ
り
て
学

問
を
し
、
く
す
し
に
な
ら
む
こ
そ
よ
か
ら
め
、
と
ぞ
お
ぼ
し
お
き
て
給
へ
り
け
る
」

（
『
家
の
む
か
し
物
語
』
）
。
子
を
見
る
こ
と
親
に
如
か
ず
。
更
に
、
男
勝
り
で
賢

明
な
母
勝
で
あ
る
。
宣
長
が
到
底
商
人
に
不
適
で
あ
る
こ
と
を
見
ぬ
き
、
彼
を
医
者

に
し
よ
う
と
決
心
し
た
の
で
あ
る
。
果
た
し
て
、
隠
居
家
の
将
来
も
彼
女
の
予
想
し

た
通
り
と
な
っ
た
。
こ
う
し
て
、
宝
暦
二
年
（
一
七
五
二
）
二
十
三
歳
の
三
月
、
医

学
修
行
の
た
め
上
京
し
た
。 

  

上
京
す
る
と
、
医
学
の
準
備
の
た
め
、
堀
景
山
に
入
門
し
、
寄
宿
し
て
儒
学
を
学

ん
だ
。
こ
の
頃
、
性
を
本
居
に
改
め
て
い
る
。
景
山
は
、
藤
原
惺
窩
の
高
弟
杏
庵
の

曾
孫
に
あ
た
り
、
代
々
安
芸
藩
に
仕
え
る
朱
子
派
の
学
者
で
あ
っ
た
が
、
反
朱
子
学

の
新
興
学
問
に
も
理
解
を
持
ち
、
荻
生
徂
徠
・
伊
藤
東
涯
な
ど
と
も
交
流
が
あ
っ

た
。
ま
た
、
国
文
、
和
歌
に
も
造
詣
が
深
か
っ
た
。
堀
塾
で
宣
長
が
学
ん
だ
漢
籍
を

一
々
列
挙
す
る
こ
と
は
し
な
い
が
「
よ
の
つ
ね
の
儒
学
」
だ
と
彼
は
言
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
読
書
力
を
養
い
、
学
問
の
基
礎
を
固
め
得
た
と
は
言
え
る
だ
ろ
う
。
景
山

が
宣
長
に
与
え
た
影
響
が
ど
れ
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
か
は
疑
問
だ
が
、
彼
に
師
事

し
た
こ
と
は
宣
長
に
幸
い
し
た
の
で
あ
る
。 

  

宣
長
の
京
都
遊
学
中
、
最
も
注
目
す
べ
き
は
、
契
沖
の
著
書
に
接
し
た
こ
と
で
あ

る
が
、
そ
の
機
縁
と
な
っ
た
の
が
、
師
景
山
で
あ
る
。
景
山
は
契
沖
の
門
人
今
井
似

閑
の
門
人
樋
口
宗
武
と
親
交
が
あ
り
、
契
沖
の
著
書
『
百
人
一
首
改
観
抄
』
は
、
景

山
が
宗
武
と
と
も
に
刊
行
し
た
も
の
で
、
宣
長
は
こ
れ
を
借
覧
し
、
初
め
て
契
沖
の

学
問
に
接
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
彼
の
古
典
研
究
へ
の
眼
は
開
か
れ
た
と
言
え
る
だ

ろ
う
。
「
さ
て
京
に
在
し
ほ
ど
に
、
百
人
一
首
の
改
観
抄
を
、
人
に
か
り
て
見
て
、
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は
じ
め
て
契
沖
と
い
ひ
し
人
の
説
を
し
り
、
そ
の
よ
に
す
ぐ
れ
た
る
ほ
ど
を
も
し
り

て
、
此
人
の
あ
ら
は
し
た
る
物
、
余
材
抄
勢
語
憶
断
な
ど
を
は
じ
め
、
其
外
も
つ
ぎ

〱
に
、
も
と
め
出
て
見
け
る
ほ
ど
に
、
す
べ
て
歌
ま
な
び
の
す
ぢ
の
、
よ
き
あ
し
き

け
ぢ
め
を
も
、
や
う
〱
に
わ
き
ま
へ
さ
と
り
つ
」
（
『
玉
勝
間
』
）
。 

 

宣
長
は
、
幼
少
の
頃
か
ら
読
書
を
好
み
、
師
に
も
つ
か
ず
、
独
学
で
、
あ
る
に
ま

か
せ
、
得
る
に
ま
か
せ
、
和
漢
の
書
を
手
当
た
り
次
第
に
読
ん
だ
。
十
七
八
の
頃
か

ら
和
歌
を
始
め
、
京
都
遊
学
時
代
に
は
儒
学
を
学
び
な
が
ら
、
和
書
の
学
に
一
層
興

味
を
持
ち
、
古
典
や
中
世
の
歌
学
書
な
ど
を
熱
心
に
学
ん
だ
。
村
岡
が
言
う
よ
う

に
、
契
沖
の
著
書
に
接
し
た
こ
と
は
、
彼
が
、
生
涯
の
学
問
に
入
る
機
縁
と
な
っ
た

の
で
は
な
い
か
。
彼
の
最
初
の
師
は
契
沖
だ
と
言
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。 

  

景
山
の
も
と
に
寄
宿
し
た
の
は
、
宝
暦
二
年
（
一
七
五
二
）
か
ら
同
四
年
ま
で
の

二
年
と
数
ヶ
月
で
あ
っ
た
が
、
景
山
死
去
ま
で
教
え
を
受
け
た
。
そ
の
間
、
同
三
年

に
、
堀
元
厚
に
入
門
し
、
医
学
を
学
ん
だ
。
こ
の
頃
、
名
を
健
蔵
と
改
め
て
い
る
。

元
厚
没
後
、
宝
暦
四
年
（
一
七
五
四
）
二
十
五
、
宣
長
と
同
じ
く
景
山
門
で
あ
り
、

小
児
科
医
の
武
川
幸
順
に
入
門
、
寄
宿
す
る
。
翌
年
、
二
十
六
歳
に
な
り
、
名
を
宣

長
と
改
め
（
号
を
春
庵
ま
た
は
舜
庵
）
、
医
者
と
な
る
。
本
居
宣
長
の
誕
生
で
あ

る
。
同
七
年
、
二
十
八
歳
、
松
坂
に
帰
り
医
者
を
開
業
し
た
。
京
都
遊
学
は
、
目
的

の
医
学
修
行
は
も
と
よ
り
、
生
涯
の
学
問
に
入
る
下
地
を
養
い
、
多
大
の
学
識
を
身

に
つ
け
た
点
、
大
変
有
意
義
な
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
に
、
松
坂
出
立
か
ら
帰
郷
ま
で

の
約
五
年
半
に
及
ぶ
『
在
京
日
記
』
と
い
う
記
録
が
あ
る
が
、
読
ん
で
い
て
大
変
面

白
い
も
の
で
あ
る
。
書
か
れ
て
い
る
の
は
、
学
問
の
こ
と
だ
け
で
は
な
い
。
歌
会
、

四
季
の
行
楽
、
芝
居
見
物
、
乗
馬
そ
の
他
、
そ
の
生
活
ぶ
り
、
書
き
ぶ
り
は
、
学
問

修
行
と
い
う
よ
り
、
自
由
奔
放
に
遊
ん
で
い
る
様
な
楽
し
い
も
の
だ
。 

  

帰
郷
後
、
後
に
師
事
す
る
こ
と
と
な
る
賀
茂
真
淵
の
『
冠
辞
考
』
に
接
し
た
こ
と

は
、
彼
の
生
涯
の
大
事
件
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
彼
の
一
生
の
学
問
の
方
向

を
決
定
し
た
と
ま
で
言
え
ば
大
層
か
も
知
れ
な
い
が
、
真
淵
の
名
を
知
り
、
大
い
に

敬
服
し
た
の
で
あ
る
。
後
に
、
彼
は
こ
の
時
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
「
国
に
か
へ

り
た
り
し
こ
ろ
、
江
戸
よ
り
の
ぼ
れ
り
し
人
の
、
近
き
こ
ろ
出
た
り
と
て
、
冠
辞
考

と
い
ふ
物
を
見
せ
た
る
に
ぞ
、
県
居
大
人
（
真
淵
）
の
御
名
を
も
、
始
め
て
し
り
け

る
、
か
く
て
其
ふ
み
、
は
じ
め
に
一
わ
た
り
見
し
に
は
、
さ
ら
に
思
ひ
も
か
け
ぬ
事

の
み
に
し
て
、
あ
ま
り
こ
と
ゝ
ほ
く
、
あ
や
し
き
や
う
に
お
ぼ
え
て
、
さ
ら
に
信
ず

る
心
は
あ
ら
ざ
り
し
か
ど
、
猶
あ
る
や
う
あ
る
べ
し
と
思
ひ
て
、
立
か
へ
り
今
一
た

び
見
れ
ば
、
ま
れ
〱
に
は
、
げ
に
さ
も
や
と
お
ぼ
ゆ
る
ふ
し
〲
も
い
で
き
け
れ
ば
、

又
立
か
へ
り
見
る
に
、
い
よ
〱
げ
に
と
お
ぼ
ゆ
る
こ
と
お
ほ
く
な
り
て
、
見
る
た
び

に
信
ず
る
心
の
出
来
つ
ゝ
、
つ
ひ
に
い
に
し
へ
ぶ
り
の
こ
ゝ
ろ
こ
と
ば
の
、
ま
こ
と

に
然
る
事
を
さ
と
り
ぬ
、
か
く
て
後
に
思
ひ
く
ら
ぶ
れ
ば
、
か
の
契
沖
が
万
葉
の
説

は
、
な
ほ
い
ま
だ
し
き
こ
と
の
み
ぞ
多
か
り
け
る
」
。
数
年
後
の
「
松
坂
の
一
夜
」

は
、
運
命
の
一
夜
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。 



4 

 

 
「
僕
の
和
歌
を
好
む
は
、
性
也
。
又
た
癖
也
」
。 

 

歌
論
『
排
蘆

あ
し
あ
け

小
船

お

ぶ

ね

』
は
、
宣
長
の
処
女
作
と
さ
れ
て
い
る
が
、
生
涯
公
表
さ
れ

ず
、
筐
底
に
秘
め
ら
れ
た
。
文
章
は
雑
然
と
し
て
い
る
が
、
後
に
展
開
さ
れ
る
「
も

の
の
あ
は
れ
」
論
の
萌
芽
が
既
に
見
ら
れ
（
も
の
の
あ
は
れ
に
触
れ
て
い
る
の
は
わ

ず
か
二
箇
所
）
、
彼
の
文
学
説
に
一
貫
し
て
い
る
文
学
の
自
律
性
が
冒
頭
に
闡
明
さ

れ
て
い
る
。
歌
は
政
治
を
助
け
る
た
め
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
身
を
修
め
る
た
め
に

あ
る
の
で
も
な
い
。
「
た
ゞ
心
に
思
ふ
こ
と
を
い
ふ
よ
り
外
な
し
」
で
あ
る
。
様
々

な
牽
強
付
会
の
説
か
ら
、
歌
を
解
放
し
よ
う
と
書
か
れ
た
の
が
本
書
で
あ
り
、
説
か

れ
て
い
る
の
は
、
「
楽
し
み
を
ば
ね
が
ひ
、
苦
し
み
を
ば
い
と
ひ
、
お
も
し
ろ
き
こ

と
は
た
れ
も
お
も
し
ろ
く
、
か
な
し
き
こ
と
は
た
れ
も
か
な
し
き
も
の
な
れ
ば
、
只

そ
の
意
に
し
た
が
ふ
て
よ
む
」
歌
の
道
で
あ
る
。
ま
た
、
「
歌
と
云
ふ
も
の
は
、
み

な
実
情
よ
り
出
づ
る
也
」
と
、
実
情
と
言
う
言
葉
が
多
く
用
い
ら
れ
、
実
情
論
を
成

し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
「
も
の
の
あ
は
れ
」
論
と
峻
別
し
て
考
え
て
み
る
必
要

は
な
い
で
あ
ろ
う
。
堂
上
・
地
下
の
差
別
や
古
今
伝
授
に
対
す
る
批
判
は
、
町
人
歌

人
宣
長
な
ら
で
は
の
も
の
だ
。 

 

歌
人
は
定
家
、
歌
集
は
新
古
今
を
最
上
と
し
、
歌
を
学
ぶ
に
は
三
代
集
を
読
む
の

が
よ
い
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
詠
歌
の
第
一
義
は
、
詞
を
選
ぶ
こ
と
だ
と
い
う
考
え

は
、
心
を
第
一
と
考
え
る
者
に
は
、
意
外
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
書
で
最

も
注
目
す
べ
き
は
、
人
情
の
機
微
に
対
す
る
宣
長
の
透
徹
し
た
洞
察
と
、
契
沖
へ
の

敬
意
と
で
あ
ろ
う
。
前
者
は
、
後
の
『
石
上

い
そ
の
か
み

私
淑

さ

さ

め

言 ご
と

』
、
「
源
氏
」
論
『
紫 し

文 ぶ
ん

要
領

よ
う
り
ょ
う

』
に
一
層
詳
し
い
。 

 

宣
長
は
、
契
沖
か
ら
歌
学
の
何
た
る
か
を
学
び
、
目
が
覚
め
た
。
し
か
し
、
彼
が

契
沖
か
ら
学
ん
だ
の
は
、
学
問
の
方
法
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
空
前
の
学
問

の
精
神
を
も
学
ん
だ
と
考
え
な
け
れ
ば
、
『
排
蘆
小
船
』
で
語
る
、
契
沖
と
の
出
会

い
の
感
動
も
『
玉
勝
間
』
の
「
業
平
朝
臣
の
い
ま
は
の
言
の
葉
」
の
文
章
も
わ
か
ら

な
く
な
る
。 

 

後
年
、
契
沖
の
学
説
へ
の
批
判
が
目
に
立
つ
よ
う
に
な
る
が
、
晩
年
ま
で
彼
を
思

い
続
け
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
宣
長
の
彼
に
対
す
る
敬
意
は
、
生
涯
揺
ら
ぐ
こ
と
が

な
か
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
彼
は
契
沖
か
ら
の
賜
物
に
つ
い
て
語
る
。
「
こ
ゝ
に

難
波
の
契
沖
師
は
、
は
じ
め
て
、
一
大
明
眼
を
開
き
て
、
此
道
の
陰
晦
を
な
げ
き
、

古
書
に
よ
つ
て
、
近
世
の
妄
説
を
や
ぶ
り
、
は
じ
め
て
本
来
の
面
目
を
み
つ
け
え
た

り
。
大
凡
近
来
此
人
の
い
づ
る
迄
は
、
上
下
の
人
々
み
な
酒
に
ゑ
ひ
、
夢
を
み
て
ゐ

る
如
く
に
て
、
た
は
ひ
な
し
。
此
人
い
で
ゝ
お
ど
ろ
か
し
た
る
ゆ
へ
に
、
や
う
〱
目

を
さ
ま
し
た
る
人
々
も
あ
り
。
さ
れ
ど
ま
だ
目
の
さ
め
ぬ
人
々
が
多
き
也
。
予
さ
ひ

は
ひ
に
此
人
の
書
を
み
て
、
さ
つ
そ
く
に
目
が
さ
め
た
る
ゆ
へ
に
、
此
道
の
味
、
を

の
づ
か
ら
心
に
あ
き
ら
か
に
な
り
て
、
近
世
の
や
う
の
わ
ろ
き
こ
と
を
さ
と
れ
り
。

こ
れ
ひ
と
へ
に
沖
師
の
た
ま
も
の
也
」
。
こ
れ
は
、
契
沖
の
書
に
接
し
て
、
初
め
て

歌
道
の
味
わ
い
を
知
っ
た
宣
長
の
感
動
の
吐
露
な
の
で
あ
り
、
彼
は
契
沖
の
創
造
性
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に
敬
服
し
、
彼
の
た
め
に
弁
護
し
て
い
る
。
「
或
人
契
沖
を
論
じ
て
云
は
く
、
歌
学

は
よ
け
れ
ど
も
、
歌
道
の
わ
け
を
一
向
に
し
ら
ぬ
人
也
と
。
予
こ
れ
を
弁
じ
て
云
は

く
、
こ
れ
一
向
歌
道
を
し
ら
ぬ
人
の
詞
也
。
契
沖
を
い
は
ゞ
、
学
問
は
申
す
に
を
よ

ば
ず
古
今
独
歩
な
り
。
歌
の
道
の
味
を
し
る
こ
と
、
又
凡
人
の
及
ば
ぬ
所
、
歌
道
の

ま
こ
と
の
処
を
み
つ
け
た
る
は
契
沖
也
。
さ
れ
ば
沖
は
歌
道
に
達
し
て
、
歌
を
え
よ

ま
ぬ
人
也
。
今
の
歌
人
は
、
歌
は
よ
く
よ
み
て
も
、
歌
道
は
つ
や
〱
し
ら
ぬ
也
。
そ

の
よ
く
よ
む
と
云
ふ
歌
に
も
、
と
き
〲
大
き
な
る
誤
り
の
み
多
し
。
さ
て
又
ち
か
ご

ろ
、
契
沖
を
も
も
ど
き
て
、
な
を
深
く
古
書
を
か
ん
が
へ
、
契
沖
の
考
へ
も
ら
し
た

る
処
を
も
考
ふ
る
人
も
き
こ
ゆ
れ
ど
も
、
そ
れ
は
力
を
用
ゆ
れ
ば
、
た
れ
も
あ
る
こ

と
也
。
さ
れ
ど
み
な
契
沖
の
端
を
開
き
を
き
た
る
こ
と
に
て
、
そ
れ
に
つ
き
て
、
思

ひ
よ
れ
る
発
明
な
れ
ば
、
な
を
沖
師
の
功
に
及
ば
ざ
る
こ
と
遠
し
。
す
べ
て
な
に
ご

と
も
始
め
を
な
す
は
か
た
き
こ
と
也
」
。 

契
沖
が
国
学
の
祖
と
さ
れ
る
の
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
彼
の
学
問
の
新
し
い
方

法
だ
け
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
歌
道
の
味
を
誰
よ
り
も
深
く
知
っ
た
こ
と
に
よ
る
。

宣
長
が
『
古
事
記
伝
』
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
た
の
も
、
彼
の
学
問
の
実
証
主

義
だ
け
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
『
古
事
記
』
の
味
を
誰
よ
り
も
深
く
知
っ
た
か
ら
で

あ
ろ
う
。
「
記
伝
」
が
完
成
し
た
頃
に
は
、
契
沖
は
遥
か
後
方
に
い
た
で
あ
ろ
う

が
、
宣
長
が
彼
を
侮
蔑
し
た
は
ず
は
な
い
。 

 
 
 
 
 
 

  

遊
学
後
間
も
な
く
、
彼
は
門
弟
を
と
り
、
生
涯
続
く
こ
と
と
な
る
古
典
の
講
釈
を

開
始
す
る
。
家
業
と
と
も
に
、
一
途
に
古
典
研
究
に
勤
し
ん
だ
宣
長
の
一
生
に
、
特

筆
す
べ
き
変
化
は
求
め
難
い
。
『
本
居
宣
長
』
を
書
い
た
小
林
秀
雄
が
言
う
通
り
、

彼
の
波
瀾
は
全
て
、
彼
の
頭
の
中
に
あ
る
。
彼
の
古
道
説
、
或
い
は
国
家
思
想
に

は
、
強
い
言
葉
が
目
に
立
ち
、
そ
の
言
説
だ
け
を
拾
い
読
み
し
て
、
彼
を
狂
人
と
し

て
興
ず
れ
ば
、
彼
の
生
涯
も
少
し
は
華
や
か
に
見
え
よ
う
が
、
早
計
で
あ
ろ
う
。
彼

は
極
め
て
理
性
的
な
常
識
人
で
あ
り
、
リ
ア
リ
ス
ト
と
し
て
環
境
に
随
っ
た
。
「
医

の
わ
ざ
を
も
て
産
と
す
る
こ
と
は
、
い
と
つ
た
な
く
、
こ
ゝ
ろ
ぎ
た
な
く
し
て
、
ま

す
ら
を
の
ほ
い
に
も
あ
ら
ね
ど
も
、
お
の
れ
い
さ
ぎ
よ
か
ら
ん
と
て
、
親
先
祖
の
あ

と
を
、
心
と
も
て
そ
こ
な
は
ん
は
、
い
よ
〱
道
の
意
に
あ
ら
ず
、
力
の
及
ば
む
か
ぎ

り
は
、
産
業
を
ま
め
や
か
に
つ
と
め
て
、
家
を
す
さ
め
ず
、
お
と
さ
ざ
ら
ん
や
う
を

は
か
る
べ
き
も
の
ぞ
、
こ
れ
の
り
な
が
が
こ
ゝ
ろ
也
」
。 

  
 

宝
暦
十
三
年
は
、
国
学
史
上
記
念
す
べ
き
事
件
が
生
じ
た
年
で
あ
る
。
新
上
屋
で

の
、
宣
長
と
賀
茂
真
淵
の
対
面
、
有
名
な
「
松
坂
の
一
夜
」
で
あ
る
。
時
に
、
宣
長

三
十
四
歳
、
真
淵
六
十
七
歳
。
老
大
家
と
新
鋭
学
者
の
、
最
初
で
最
後
の
会
合
で
あ

る
。
当
時
の
こ
と
を
、
彼
は
『
玉
勝
間
』
に
書
い
て
い
る
。
「
宣
長
三
十
あ
ま
り
な

り
し
ほ
ど
、
県
居
大
人
の
を
し
へ
を
う
け
給
は
り
そ
め
し
こ
ろ
よ
り
、
古
事
記
の
注

釈
を
物
せ
む
の
こ
ゝ
ろ
ざ
し
有
て
、
そ
の
こ
と
う
し
に
も
き
こ
え
け
る
に
、
さ
と
し

給
へ
り
し
や
う
は
、
わ
れ
も
も
と
よ
り
、
神
の
御
典
を
と
か
む
と
思
ふ
心
ざ
し
あ
る
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を
、
そ
は
ま
づ
か
ら
ご
ゝ
ろ
を
清
く
は
な
れ
て
、
古
へ
の
ま
こ
と
の
意
を
た
づ
ね
え

ず
は
あ
る
べ
か
ら
ず
、
然
る
に
そ
の
い
に
し
へ
の
こ
ゝ
ろ
を
え
む
こ
と
は
、
古
言
を

得
た
る
う
へ
な
ら
で
は
あ
た
は
ず
、
古
言
を
え
む
こ
と
は
、
万
葉
を
よ
く
明
ら
む
る

に
こ
そ
あ
れ
、
さ
る
故
に
、
吾
は
ま
づ
も
は
ら
万
葉
を
あ
き
ら
め
ん
と
す
る
程
に
、

す
で
に
年
老
て
、
の
こ
り
の
よ
は
ひ
、
今
い
く
ば
く
も
あ
ら
ざ
れ
ば
、
神
の
御
ふ
み

を
と
く
ま
で
に
い
た
る
こ
と
え
ざ
る
を
、
い
ま
し
は
年
さ
か
り
に
て
、
行
さ
き
長
け

れ
ば
、
今
よ
り
お
こ
た
る
こ
と
な
く
、
い
そ
し
み
学
び
な
ば
、
其
心
ざ
し
と
ぐ
る
こ

と
有
べ
し
、
た
ゞ
し
世
ノ
中
の
物
ま
な
ぶ
と
も
が
ら
を
見
る
に
、
皆
ひ
き
ゝ
所
を
経

ず
て
、
ま
だ
き
に
高
き
と
こ
ろ
に
の
ぼ
ら
ん
と
す
る
程
に
、
ひ
き
ゝ
と
こ
ろ
を
だ
に

う
る
こ
と
あ
た
は
ず
、
ま
し
て
高
き
所
は
、
う
べ
き
や
う
な
け
れ
ば
、
み
な
ひ
が
こ

と
の
み
す
め
り
、
此
む
ね
を
わ
す
れ
ず
、
心
に
し
め
て
、
ま
づ
ひ
き
ゝ
と
こ
ろ
よ
り

よ
く
か
た
め
お
き
て
こ
そ
、
た
か
き
と
こ
ろ
に
は
の
ぼ
る
べ
き
わ
ざ
な
れ
、
わ
が
い

ま
だ
神
の
御
ふ
み
を
え
と
か
ざ
る
は
、
も
は
ら
此
ゆ
ゑ
ぞ
、
ゆ
め
し
な
を
こ
え
て
、

ま
だ
き
に
高
き
所
を
な
の
ぞ
み
そ
と
、
い
と
も
ね
も
こ
ろ
に
な
ん
、
い
ま
し
め
さ
と

し
給
ひ
た
り
し
、―

」
。
宣
長
は
『
古
事
記
』
研
究
の
志
を
堅
め
た
で
あ
ろ
う
。
真

淵
は
有
望
の
若
者
を
得
た
祝
宴
を
開
い
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
宣
長
は
真
淵
に
入
門

し
、
以
後
、
二
人
の
関
係
は
、
万
葉
に
関
す
る
質
疑
応
答
の
文
通
に
よ
っ
て
続
く
こ

と
と
な
る
。
し
か
し
、
宝
暦
十
三
年
は
、
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
彼
の
生
涯
の
思
想

「
も
の
の
あ
は
れ
」
論
が
展
開
さ
れ
た
年
で
も
あ
る
。 

 

『
石
上
私
淑
言
』
は
「
も
の
の
あ
は
れ
」
論
を
基
軸
と
す
る
、
問
答
体
で
書
か
れ
た

歌
論
で
、
宣
長
は
『
排
蘆
小
船
』
の
改
稿
を
考
え
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ

れ
も
未
完
に
終
わ
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
文
章
構
成
は
『
排
蘆
小
船
』
よ
り
一
段
と

整
理
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
そ
の
考
証
的
記
述
を
読
め
ば
、
本
書
を
『
排
蘆
小
船
』

の
延
長
と
考
え
る
よ
り
、
文
献
学
の
出
発
点
と
見
る
方
が
妥
当
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
『
古
事
記
伝
』
着
手
の
用
意
が
既
に
見
ら
れ
、
古
学
者
宣
長
が
随
所
に
顔
を
出

し
て
い
る
。
だ
が
、
本
書
の
要
は
、
や
は
り
「
も
の
の
あ
は
れ
」
論
で
あ
り
、
「
も

の
の
あ
は
れ
」
を
し
る
心
か
ら
和
歌
に
接
近
し
た
点
に
、
彼
の
卓
抜
な
セ
ン
ス
が
あ

る
。 

「
さ
て
阿
波
礼
と
い
ふ
は
、
深
く
心
に
感
ず
る
辞
也
。
是
も
後
世
に
は
、
た
ゞ
か
な

し
き
事
を
の
み
い
ひ
て
、
哀
の
字
を
か
け
ど
も
、
哀
は
た
ゞ
阿
波
礼
の
中
の
一
つ
に

て
、
阿
波
礼
は
哀
の
心
に
は
か
ぎ
ら
ぬ
也
」
。
「
あ
は
れ
」
と
は
、
哀
し
み
の
心
だ

け
を
言
う
の
で
は
な
い
。
全
て
の
心
に
渡
る
言
葉
で
あ
る
。
い
つ
頃
か
ら
「
哀
」
の

字
が
当
て
ら
れ
、
こ
の
言
葉
が
硬
直
し
て
し
ま
っ
た
の
か
は
と
も
か
く
、
宣
長
に
よ

っ
て
「
あ
は
れ
」
の
意
味
が
捉
え
直
さ
れ
、
言
葉
が
息
を
吹
き
返
す
。
「
阿
波
礼
と

い
ふ
言
葉
は
、
さ
ま
〲
い
ひ
か
た
は
か
は
り
た
れ
ど
も
、
其
意
は
み
な
同
じ
事
に

て
、
見
る
物
、
聞
く
事
、
な
す
わ
ざ
に
ふ
れ
て
、
情
の
深
く
感
ず
る
事
を
い
ふ
也
。

俗
に
は
た
ゞ
悲
哀
を
の
み
あ
は
れ
と
心
得
た
れ
共
、
さ
に
あ
ら
ず
。
す
べ
て
う
れ
し

共
、
お
か
し
共
、
た
の
し
共
、
か
な
し
共
、
恋
し
共
、
情
に
感
ず
る
事
は
み
な
阿
波

礼
也
」
。
で
は
、
歌
に
つ
い
て
、
彼
は
ど
の
様
に
考
え
て
い
た
か
。
歌
の
字
義
な
ど
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ど
う
で
も
よ
い
、
考
え
る
に
足
ら
ぬ
こ
と
だ
。
大
切
な
の
は
歌
の
本
義
だ
と
言
う
。

こ
の
考
え
方
は
晩
年
ま
で
一
貫
し
て
い
る
。
詳
細
は
後
に
『
玉
勝
間
』
か
ら
引
用
す

る
こ
と
に
し
て
、
歌
の
本
義
を
、
彼
は
ど
う
考
え
て
い
る
か
簡
単
に
見
て
お
く
。 

 

「
そ
も
此
歌
て
ふ
物
は
、
い
か
な
る
事
に
よ
り
て
い
で
く
る
物
ぞ
。
答
へ
て
云
は

く
、
歌
は
物
の
あ
は
れ
を
し
る
よ
り
い
で
く
る
も
の
也
。
問
ひ
て
云
は
く
、
物
の
あ

は
れ
を
し
る
と
は
い
か
な
る
事
ぞ
。
答
へ
て
云
は
く
、
古
今
序
に
、
や
ま
と
歌
は
ひ

と
つ
心
を
た
ね
と
し
て
、
万
の
言
の
は
と
ぞ
な
れ
り
け
る
と
あ
る
、
此
心
と
い
ふ
が

則
ち
物
の
あ
は
れ
を
し
る
心
也
。
次
に
世
の
中
に
あ
る
人
、
こ
と
わ
ざ
し
げ
き
物
な

れ
ば
、
心
に
思
ふ
事
を
見
る
物
聞
く
物
に
つ
け
て
い
ひ
出
だ
せ
る
也
と
あ
る
、
此
心

に
思
ふ
事
と
い
ふ
も
、
又
則
ち
物
の
あ
は
れ
を
し
る
心
也
」
。
歌
が
「
も
の
の
あ
は

れ
」
を
し
る
心
か
ら
生
ず
る
こ
と
は
わ
か
っ
た
。
で
は
、
肝
心
の
歌
の
本
義
は
、
ど

こ
に
見
出
す
べ
き
か
。
宣
長
は
答
え
る
。
「
た
と
へ
ば
今
人
せ
ち
に
思
ひ
て
、
心
の

う
ち
に
こ
め
忍
び
が
た
き
事
あ
ら
む
に
、
其
事
を
ひ
と
り
言
に
つ
ぶ
〱
と
い
ひ
つ
ゞ

け
て
も
、
心
の
は
れ
ぬ
物
な
れ
ば
、
そ
れ
を
人
に
語
り
て
聞
か
す
れ
ば
、
や
ゝ
心
の

は
る
ゝ
物
也
。
さ
て
其
聞
く
人
も
げ
に
と
思
ひ
て
あ
は
れ
が
れ
ば
、
い
よ
〱
こ
な
た

の
心
は
は
る
ゝ
物
也
。
さ
れ
ば
す
べ
て
心
に
ふ
か
く
感
ず
る
事
は
、
人
に
い
ひ
き
か

せ
で
は
や
み
が
た
き
物
也
。
あ
る
ひ
は
め
づ
ら
か
な
る
事
、
お
そ
ろ
し
き
こ
と
、
お

か
し
き
事
な
ど
も
、
見
聞
き
て
心
に
感
ず
る
時
は
、
必
ず
人
に
も
い
ひ
き
か
せ
ま
ほ

し
く
て
、
心
に
こ
め
が
た
し
。
さ
て
い
ひ
き
か
せ
た
り
と
て
も
、
人
に
も
我
に
も
何

の
益
も
あ
ら
ね
ど
も
、
い
は
で
は
や
み
が
た
き
は
自
然
の
事
に
し
て
、
歌
も
此
心
ば

へ
あ
る
物
な
れ
ば
、
人
に
聞
か
す
る
所
も
つ
と
も
歌
の
本
義
に
し
て
、
仮
令
の
事
に

あ
ら
ず
」
。
歌
の
本
義
を
「
人
に
聞
か
す
る
所
」
に
見
出
し
た
の
は
、
宣
長
よ
り
前

に
は
、
誰
一
人
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
或
い
は
、
歌
を
詠
ま
ぬ
人
も
、
彼
の
言
う

こ
と
に
同
感
す
る
の
で
は
な
い
か
。
私
た
ち
は
、
心
を
晴
ら
す
た
め
に
歌
う
の
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
を
聞
く
人
が
共
感
し
て
く
れ
れ
ば
、
こ
の
上
な
い
幸
い
で
は
な
い
か
。

「
人
に
聞
か
す
る
所
」
は
、
歌
に
限
ら
ず
、
広
く
文
学
の
本
義
と
言
っ
て
も
い
い
の

で
は
な
い
か
。
と
こ
ろ
で
、
宣
長
は
随
所
に
、
恐
ら
く
慎
重
に
、
「
も
の
の
あ
は
れ

を
し
る
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
る
。
吉
川
幸
次
郎
は
「
『
物
の
哀
を
知
る
』
と

は
、
感
動
に
よ
っ
て
存
在
の
本
質
を
認
識
す
る
と
い
う
行
為
で
あ
り
、
能
力
で
あ

る
。
且
つ
そ
れ
は
認
識
の
方
法
と
し
て
、
も
っ
と
も
す
ぐ
れ
る
」
（
「
文
弱
の
価

値
」
）
と
言
い
、
「
も
の
の
あ
は
れ
」
論
を
哲
学
説
と
し
て
考
え
て
い
る
。
「
も
の

の
あ
は
れ
」
論
は
、
感
情
論
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
感
情
に
、
物
の
心
、
事
の
心
を
知

る
力
は
な
い
。
私
は
「
も
の
の
あ
は
れ
を
し
る
」
と
は
、
共
感
す
る
認
識
力
だ
と
考

え
た
い
。 

 

『
紫
文
要
領
』
は
、
宣
長
最
初
の
『
源
氏
物
語
』
論
で
あ
り
、
や
は
り
、
「
も
の

の
あ
は
れ
」
論
が
中
軸
と
な
っ
て
い
る
。
後
記
を
読
む
と
、
旧
注
の
説
に
囚
わ
れ

ず
、
大
変
画
期
的
な
「
源
氏
」
論
を
書
き
上
げ
た
、
彼
の
自
信
が
窺
え
る
。
彼
は
、

儒
仏
の
説
や
勧
善
懲
悪
説
か
ら
、
全
く
自
由
で
あ
っ
た
。
式
部
の
心
ば
え
に
一
途
に
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寄
り
添
い
、
「
源
氏
」
を
何
度
も
心
読
し
た
成
果
が
本
書
で
あ
り
、
ま
た
「
玉
の
小

櫛
」
で
あ
る
。
本
書
の
大
半
を
占
め
る
の
は
、
「
大
意
の
事
」
で
あ
る
が
、
宣
長
は

先
ず
、
「
蛍
」
の
源
氏
と
玉
鬘
の
遣
り
取
り
を
解
釈
す
る
こ
と
で
、
式
部
の
『
源
氏

物
語
』
に
込
め
た
本
意
、
下
心
を
明
ら
か
に
す
る
。
彼
は
、
源
氏
の
物
語
論
に
、
作

者
の
物
語
観
を
読
む
。
村
岡
の
『
本
居
宣
長
』
で
は
、
「
本
居
が
源
氏
物
語
蛍
の
巻

の
一
節
の
解
釈
」
と
し
て
、
附
録
と
な
っ
て
い
る
。
大
変
面
白
い
解
釈
で
あ
る
か

ら
、
看
過
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
宣
長
の
注
は
大
変
長
く
、
煩

瑣
な
引
用
は
不
親
切
で
あ
る
か
ら
、
遺
憾
な
が
ら
割
愛
す
る
。 

 

「
物
の
心
を
わ
き
ま
へ
し
る
が
則
ち
物
の
哀
れ
を
し
る
也
。
世
俗
に
も
、
世
間
の
事

を
よ
く
し
り
、
こ
と
に
あ
た
り
た
る
人
は
、
心
が
ね
れ
て
よ
き
と
い
ふ
に
同
じ
」
。

「
も
の
の
あ
は
れ
」
を
し
る
心
と
は
、
世
間
に
揉
ま
れ
て
、
様
々
な
経
験
を
重
ね
、

人
の
哀
し
み
を
共
に
哀
し
み
、
人
の
喜
び
を
共
に
喜
ぶ
、
人
情
の
機
微
に
通
じ
た
、

共
感
す
る
認
識
力
で
あ
る
。
「
源
氏
」
は
「
も
の
の
あ
は
れ
」
を
知
る
人
を
よ
き
人

と
し
、
人
の
哀
し
み
や
憂
え
を
見
て
も
何
と
も
思
わ
な
い
「
も
の
の
あ
は
れ
」
を
知

ら
ぬ
人
を
悪
し
き
人
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
儒
仏
に
言
う
善
悪
や
教
誡
と
は
関
係

が
な
く
、
そ
の
様
な
観
点
に
立
っ
て
「
源
氏
」
を
読
む
の
は
、
牽
強
付
会
で
あ
る
と

宣
長
は
言
う
。
観
懲
説
で
「
源
氏
」
の
価
値
を
断
ず
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
物
語

中
、
例
え
ば
、
光
源
氏
の
様
に
不
埒
な
振
る
舞
い
が
あ
る
人
で
も
、
彼
は
「
も
の
の

あ
は
れ
」
を
深
く
知
っ
た
人
で
あ
る
か
ら
栄
え
た
の
で
あ
り
、
「
も
の
の
あ
は
れ
」

を
知
ら
ぬ
人
は
、
悪
い
行
い
が
な
く
て
も
、
作
者
に
大
切
に
扱
わ
れ
て
い
な
い
。
式

部
の
登
場
人
物
に
対
す
る
価
値
判
断
の
基
準
は
「
も
の
の
あ
は
れ
」
を
知
る
と
知
ら

ぬ
と
に
あ
る
。
「
世
の
中
に
あ
り
と
し
あ
る
事
の
さ
ま
〲
を
、
目
に
見
る
に
つ
け
耳

に
聞
く
に
つ
け
、
身
に
ふ
る
ゝ
に
つ
け
て
、
其
の
よ
ろ
づ
の
事
を
心
に
あ
ぢ
は
へ

て
、
そ
の
よ
ろ
づ
の
事
の
心
を
わ
が
心
に
わ
き
ま
へ
知
る
、
是
れ
事
の
心
を
知
る

也
、
物
の
心
を
知
る
也
、
物
の
哀
れ
を
知
る
な
り
」
。
式
部
の
本
意
が
、
読
者
に

「
も
の
の
あ
は
れ
」
を
知
ら
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
な
ら
、
『
源
氏
物
語
』
五
十
四
帖

は
「
物
の
哀
れ
を
し
る
よ
り
外
な
し
」
と
な
る
。
簡
単
明
瞭
で
あ
る
が
、
彼
の
考
察

は
深
く
、
細
部
に
ま
で
至
っ
て
お
り
、
そ
の
上
で
「
物
の
哀
れ
を
し
る
よ
り
外
な

し
」
と
結
論
し
た
彼
の
「
源
氏
」
観
は
、
空
前
絶
後
と
言
え
る
。 

彼
の
生
涯
の
「
源
氏
」
愛
読
は
、
式
部
の
心
ば
え
を
見
つ
め
、
彼
女
の
語
る
所
に

ひ
た
す
ら
耳
を
傾
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
成
績
が
「
も
の
の
あ
は
れ
」
論
な
の

で
あ
る
。
村
岡
は
、
宣
長
の
人
格
を
評
し
て
、
深
み
が
な
い
と
し
て
い
る
が
、
果
た

し
て
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
な
る
ほ
ど
、
宣
長
は
楽
天
的
な
人
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な

い
。
し
か
し
、
深
み
の
な
い
人
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
深
み
の
な
い
者
に
「
も

の
の
あ
は
れ
」
論
が
書
け
る
と
は
思
え
な
い
。
彼
は
、
人
の
心
に
よ
く
通
じ
た
人
で

あ
っ
た
。 

  

明
和
元
年
（
一
七
六
四
）
宣
長
三
十
五
歳
。
こ
の
頃
、
『
古
事
記
』
研
究
に
本
格

的
に
着
手
。
一
説
で
は
『
古
事
記
伝
』
起
稿
は
こ
の
年
と
さ
れ
て
い
る
。
師
真
淵
と
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の
文
通
に
よ
る
質
疑
応
答
は
、
時
に
、
師
の
叱
責
を
受
け
な
が
ら
も
、
明
和
五
年
ま

で
続
い
た
。
そ
し
て
、
翌
六
年
、
真
淵
は
没
し
た
。
宣
長
の
日
記
に
は
一
言
「
不
堪

哀
惜
」
と
だ
け
あ
る
。
し
か
し
、
彼
の
真
淵
に
対
す
る
敬
慕
の
情
が
大
変
深
か
っ
た

こ
と
は
『
玉
勝
間
』
を
読
め
ば
よ
く
わ
か
る
。
真
淵
は
、
神
典
を
解
き
明
ら
め
る
た

め
に
、
「
万
葉
」
に
生
涯
を
費
や
し
た
。
し
か
し
、
老
齢
の
身
、
竟
に
『
古
事
記
』

解
読
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
真
淵
の
精
神
は
、
宣
長
に
受
け
継
が
れ
、
彼
は
古
道
の

学
に
邁
進
す
る
こ
と
と
な
る
。 

 

私
が
最
初
に
読
ん
だ
宣
長
の
著
書
は
、
畢
生
の
大
著
『
古
事
記
伝
』
で
あ
る
。
完

成
ま
で
に
三
十
五
年
の
歳
月
を
費
や
し
た
本
書
は
、
彼
の
代
表
作
で
あ
る
ば
か
り
で

な
く
、
今
日
で
も
、
『
古
事
記
』
を
読
む
の
に
、
本
書
に
拠
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
の
だ
か

ら
、
正
に
不
朽
の
書
で
あ
る
。
本
書
を
書
き
終
え
た
彼
は
、
喜
び
の
歌
を
一
首
詠
ん

で
い
る
。 

 

古
事
の
記
を
ら
よ
め
ば
い
に
し
へ
の
て
ぶ
り
こ
と
ゝ
ひ
き
ゝ
み
る
ご
と
し 

 『
古
事
記
』
と
親
し
く
付
き
合
っ
て
み
て
、
や
っ
と
「
い
に
し
へ
の
て
ぶ
り
こ
と
ゝ

ひ
」
を
目
の
当
た
り
聞
き
見
る
に
至
っ
た
と
解
し
て
も
、
間
違
い
で
は
な
い
だ
ろ

う
。
『
古
事
記
』
は
、
現
存
最
古
の
歴
史
書
で
あ
る
が
、
後
に
、
正
史
と
し
て
『
日

本
書
紀
』
が
完
成
す
る
と
、
人
々
は
「
書
紀
」
を
尊
び
、
『
古
事
記
』
の
名
さ
え
知

ら
ぬ
人
が
多
く
な
っ
た
。
何
故
か
と
言
う
と
、
当
時
、
漢
学
が
盛
ん
で
、
何
事
も
漢

国
の
様
を
好
み
、
「
書
紀
」
が
漢
国
の
国
史
に
似
て
い
る
の
を
喜
ん
で
、
『
古
事

記
』
の
素
朴
な
文
章
は
正
し
い
国
史
の
体
裁
で
は
な
い
と
軽
ん
じ
、
取
り
上
げ
る
人

が
い
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。 

「
書
紀
」
の
陰
に
隠
れ
、
千
年
余
の
歳
月
が
流
れ
た
の
だ
が
、
宣
長
に
至
っ
て
、

『
古
事
記
』
の
真
価
が
闡
明
さ
れ
た
。
「
古
記

イ
ニ
シ
ヘ

典 ブ
ミ

等
ド
モ
ノ

総

論

ス
ベ
テ
ノ
サ
ダ

」
に
、
「
抑 コ

コ

意 ロ

と
事

と
言
と
は
、
み
な
相
称

ア
ヒ
カ
ナ

へ
る
物
に
し
て
、
上
ツ
代
は
、
意
も
事
も
言
も
上
ツ
代
、
後

ノ
代
は
、
意
も
事
も
言
も
後
ノ
代
、
漢
国
は
、
意
も
事
も
言
も
漢
国
な
る
を
、
書
紀

は
、
後
ノ
代
の
意
を
も
て
、
上
ツ
代
の
事
を
記
し
、
漢
国
の
言
を
以
テ
、
皇
国
の
意

を
記
さ
れ
た
る
故
に
、
あ
ひ
か
な
は
ざ
る
こ
と
多
か
る
を
、
此
記
は
、
い
さ
ゝ
か
も

さ
か
し
ら
を
加
へ
ず
て
、
古
ヘ
よ
り
云
ヒ
伝
ヘ
た
る
ま
ゝ
に
記
さ
れ
た
れ
ば
、
そ
の

意
も
事
も
言
も
相
称
て
、
皆
上
ツ
代
の
実
な
り
、
是
レ
も
は
ら
古
へ
の
語
言
を
主
と

し
た
る
が
故
ぞ
か
し
、
す
べ
て
意
も
事
も
、
言
を
以
て
伝
る
も
の
な
れ
ば
、
書
は
そ

の
記
せ
る
言
辞
ぞ
主
に
は
有
け
る
」
と
、
彼
は
、
「
古
へ
の
語
言
を
失
は
ぬ
を
主
」

と
し
た
『
古
事
記
』
を
最
上
の
史
典
と
定
め
、
書
紀
は
そ
の
次
だ
と
し
た
。 

  

宣
長
学
の
実
証
主
義
客
観
主
義
は
誰
も
言
う
所
だ
が
、
彼
の
心
中
に
、
古
の
「
こ

と
ゝ
ひ
」
が
聞
こ
え
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
『
古
事
記
伝
』
は
完
成
し
た
の
で
あ
ろ

う
。
先
日
、
小
林
秀
雄
の
『
本
居
宣
長
』
を
読
ん
で
い
た
ら
、
面
白
い
こ
と
が
書
い

て
あ
る
の
に
気
が
付
い
た
。
笹
月
清
美
の
研
究
に
教
え
ら
れ
た
そ
う
だ
が
、
宣
長
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は
、
訓
の
難
し
い
個
所
で
は
、
時
折
直
観
に
よ
っ
て
断
を
下
し
て
い
る
そ
う
だ
。
彼

は
、
学
者
と
し
て
、
客
観
的
帰
納
的
精
神
に
立
脚
し
て
は
い
る
が
、
さ
ら
に
耳
を
澄

ま
し
て
、
古
の
「
こ
と
ゝ
ひ
」
を
聞
こ
う
と
す
る
。
実
証
精
神
と
彼
の
耳
が
一
つ
に

な
る
。
そ
の
様
な
例
が
な
い
か
探
し
て
み
た
。
伊
邪
那
岐
命
と
伊
邪
那
美
命
が
夫
婦

の
か
た
め
を
す
る
た
め
に
、
柱
を
廻
り
、
声
を
か
け
あ
う
場
面
で
あ
る
。
二
神
は
柱

を
廻
り
、
ま
ず
伊
邪
那
美
命
が
「
あ
な
に
や
し
え
お
と
こ
を
」
と
言
い
、
次
に
伊
邪

那
岐
命
が
「
あ
な
に
や
し
え
お
と
め
を
」
と
言
う
の
だ
が
、
伊
邪
那
岐
は
、
女
が
先

に
も
の
を
言
う
の
は
よ
く
な
い
と
言
う
。 

 

漢
文
は
「
伊
邪
那
美
命
先
言
阿
那
邇
夜
志
愛
袁
登
古
袁
後
伊
邪
那
岐
命
言
阿
那
邇

夜
志
愛
袁
登
賣
袁
各
言
竟
之
後
告
其
妹
曰
女
人
先
言
不
良
」
だ
が
、
問
題
は
、
最
後

の
「
不
良
」
で
あ
る
。
宣
長
は
訓
を
定
め
か
ね
て
、
種
々
例
を
あ
げ
な
が
ら
考
察

し
、
三
つ
に
絞
る
。
一
つ
に
は
、
ヨ
カ
ラ
ズ
。
二
つ
に
は
、
サ
ガ
ナ
シ
。
三
つ
に

は
、
フ
サ
ハ
ズ
。
熟
慮
の
末
、
彼
は
フ
サ
ハ
ズ
に
決
定
す
る
。
何
故
か
。
「
さ
て
右

の
三
ツ
を
な
ら
べ
て
今
一
度
考
る
に
、
な
ほ
フ
サ
ハ
ズ
と
訓
ム
ぞ
ま
さ
り
て
聞
ゆ

る
」
か
ら
で
あ
る
。
古
の
「
こ
と
ゝ
ひ
」
が
、
宣
長
の
耳
に
聞
こ
え
て
い
る
。
実
証

主
義
的
手
法
に
、
心
中
の
耳
が
協
力
し
な
け
れ
ば
『
古
事
記
』
の
注
釈
は
完
成
し
な

い
。
村
岡
の
言
う
通
り
、
「
記
伝
」
は
『
古
事
記
』
だ
け
で
は
な
い
、
古
典
の
注
釈

と
し
て
空
前
絶
後
な
の
で
あ
る
。 

  

宣
長
は
「
か
み
」
に
つ
い
て
、
ど
う
考
え
て
い
た
か
。
『
古
事
記
伝
』
三
之
巻
の

注
釈
に
は
、
「
迦
微

カ

ミ

と
申
す
名
義

ナ
ノ
コ
コ
ロ

は
未
ダ
思
ヒ
得
ず
」
、
「
か
み
」
と
言
う
語
の

語
義
は
分
か
ら
な
い
と
書
い
て
い
る
。
彼
に
考
え
る
こ
と
が
出
来
た
の
は
、
「
か

み
」
の
語
義
で
は
な
く
、
「
か
み
」
と
は
何
か
、
で
あ
る
。
或
い
は
、
古
人
が
、
ど

の
様
な
存
在
を
「
か
み
」
と
認
め
て
い
た
か
と
言
う
こ
と
だ
。
宣
長
曰
く
、
「
さ
て

凡
て
迦
微
と
は
、
古
御
典
等
に
見
え
た
る
天
地
の
諸
の
神
た
ち
を
始
め
て
、
其
を
祀

れ
る
社
に
坐
す
御
霊
を
も
申
し
、
又
人
は
さ
ら
に
も
云
は
ず
、
鳥
獣
木
草
の
た
ぐ
ひ

海
山
な
ど
、
其
余
何
に
ま
れ
、
尋
常
な
ら
ず
す
ぐ
れ
た
る
徳
の
あ
り
て
、
可
畏

か

し

こ

き
物

を
迦
微
と
は
云
う
な
り
」
。
し
か
し
、
す
ぐ
れ
た
る
と
は
、
尊
き
こ
と
や
善
き
こ
と

ば
か
り
を
言
う
の
で
は
な
く
、
悪
し
き
も
の
や
奇
し
き
も
の
も
、
す
ぐ
れ
て
可
畏
き

も
の
は
、
神
と
言
う
の
で
あ
る
。
「
抑
迦
微
は
如
此
く
種
々
に
て
、
貴
き
も
あ
り
賤

き
も
あ
り
、
強
き
も
あ
り
弱
き
も
あ
り
、
善
き
も
あ
り
悪
き
も
あ
り
て
、
心
も
行
も

そ
の
さ
ま
〲
に
随
ひ
て
、
と
り
〲
に
し
あ
れ
ば
、
大
か
た
一
む
き
に
は
定
め
て
は
論

ひ
が
た
き
物
に
な
む
あ
り
け
る
」
。
天
皇
が
神
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い

が
、
一
国
一
里
一
家
の
内
に
も
、
ほ
ど
ほ
ど
に
神
で
あ
る
人
が
い
る
。
神
代
の
神
た

ち
も
、
多
く
は
、
そ
の
代
の
人
で
あ
り
、
そ
の
代
の
人
は
皆
神
で
あ
っ
た
か
ら
神
代

と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
の
他
に
、
雷
、
龍
、
木
霊
、
狐
、
虎
、
狼
な
ど
も
神
で
あ

る
。
「
然
る
を
世
人
の
、
外
国
に
い
は
ゆ
る
仏
菩
薩
聖
人
な
ど
と
、
同
じ
た
ぐ
ひ
の

物
の
ご
と
心
得
て
、
当
然

シ
カ
ル
ベ

き
理
と
云
こ
と
を
以
て
、
神
の
う
へ
を
は
か
る
は
、
い
み

し
き
ひ
が
こ
と
な
り
、
悪
く
邪
な
る
神
は
、
何
事
も
理
に
た
が
へ
る
し
わ
ざ
の
み
多
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く
、
又
善
き
神
な
ら
む
か
ら
に
、
其
ほ
ど
に
し
た
が
ひ
て
は
、
正
し
き
理
の
ま
ゝ
に

の
み
も
え
あ
ら
ぬ
事
あ
る
べ
く
、
事
に
ふ
れ
て
怒
り
坐
る
時
な
ど
は
、
荒
び
た
ま
ふ

事
あ
り
、
悪
き
神
も
、
悦
ば
ば
心
な
ご
み
て
、
物
幸
は
ふ
る
こ
と
、
絶
て
無
き
に
し

も
あ
ら
ざ
る
べ
し―

―

」
。
善
い
神
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
善
い
行
い
ば
か
り
で
は
な

い
。
悪
い
神
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
悪
い
行
い
ば
か
り
で
は
な
い
。
神
は
、
人
間
が
考

え
出
し
た
理
で
太
刀
打
ち
出
来
る
存
在
で
は
な
い
。
「
い
と
尊
く
す
ぐ
れ
た
る
神
た

ち
の
御
う
へ
に
至
り
て
は
、
い
と
も
〱
妙
に
霊

ア
ヤ
シ

く
奇 ク

ス

し
く
な
む
坐
シ
ま
せ
ば
、
さ

ら
に
人
の
小
き
智
以
て
、
其
ノ
理
リ
な
ど
ち
へ
の
ひ
と
へ
も
、
測
り
知
ら
る
べ
き
わ

ざ
に
非
ず
、
た
ゞ
其
ノ
尊
き
を
た
ふ
と
み
、
可
畏
き
を
畏
み
て
ぞ
あ
る
べ
き
」
。
大

切
な
こ
と
は
、
「
か
み
」
と
は
何
か
で
あ
っ
て
、
「
か
み
」
の
語
義
で
は
な
い
。
古

人
の
間
で
「
か
み
」
と
言
う
言
葉
が
ど
の
様
に
使
わ
れ
て
い
た
か
、
宣
長
は
言
葉
の

使
い
様
を
重
ん
ず
る
の
で
あ
る
。
「
物
ま
な
び
す
る
と
も
が
ら
、
古
言
の
、
し
か
い

ふ
も
と
の
意
を
、
し
ら
ま
ほ
し
く
し
て
、
人
に
も
ま
づ
と
ふ
こ
と
、
常
也
、
然
い
ふ

本
の
こ
こ
ろ
と
は
、
た
と
へ
ば
天
と
い
ふ
は
、
い
か
な
る
意
ぞ
、
地
と
い
ふ
は
、
い

か
な
る
意
ぞ
、
と
い
ふ
た
ぐ
ひ
也
、
こ
れ
も
学
び
の
一
ツ
に
て
、
さ
も
あ
る
べ
き
こ

と
に
は
あ
れ
ど
も
、
さ
し
あ
た
り
て
、
む
ね
と
す
べ
き
わ
ざ
に
は
あ
ら
ず
、
大
か
た

い
に
し
へ
の
言
は
、
然
い
ふ
本
の
意
を
し
ら
む
よ
り
は
、
古
人
の
用
ひ
た
る
意
を
、

よ
く
明
ら
め
し
る
べ
き
也
」
（
玉
勝
間
）
。
こ
れ
と
全
く
同
じ
発
言
が
『
う
ひ
山
ぶ

み
』
に
あ
る
。
生
涯
変
わ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
、
学
者
宣
長
の
信
条
で
あ
る
。 

 

彼
の
古
道
説
を
国
粋
主
義
と
見
る
の
は
、
造
作
も
な
い
こ
と
だ
が
、
何
故
、
彼
は

道
を
説
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
何
故
、
執
拗
に
漢
意
を
排
斥
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
私
に
は
、
彼
の
主
張
の
陰
に
、
も
ど
か
し
い
気
持
ち
が
感

じ
ら
れ
る
。
彼
の
古
道
説
に
誇
張
が
あ
っ
た
に
し
て
も
、
私
に
は
喧
し
く
聞
こ
え
は

し
な
い
。
「
直
毘

ナ
オ
ビ
ノ

霊
ミ
タ
マ

」
を
読
む
と
、
「
美
知
と
は
、
此
記
に
味
御
路
と
書
る
如

く
、
山
路
野
路
な
ど
の
路
に
、
御
て
ふ
言
を
添
た
る
に
て
、
た
ゞ
物
に
ゆ
く
路
ぞ
、

こ
れ
を
お
き
て
は
、
上
代
に
、
道
と
い
ふ
も
の
は
な
か
り
し
ぞ
か
し
」
と
あ
る
。
ま

た
、
「
物
の
こ
と
わ
り
あ
る
べ
き
す
べ
、
万
の
教
へ
ご
と
を
し
も
、
何
の
道
く
れ
の

道
と
い
ふ
こ
と
は
、
異
国
の
さ
だ
な
り
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
道
と
は
歩
く
道
の
こ

と
で
、
そ
の
外
に
道
と
言
う
も
の
は
な
か
っ
た
。
形
而
上
的
な
道
を
と
や
か
く
言
う

の
は
異
国
の
沙
汰
だ
と
言
う
。
続
き
を
読
ん
で
み
る
と
、
「
実
は
道
あ
る
が
故
に
道

て
ふ
言
な
く
、
道
て
ふ
こ
と
な
け
れ
ど
、
道
あ
り
し
な
り
け
り
」
。
「
神
の
道
」
は

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
あ
し
は
ら
の
水
穂
の
国
は
、
神
な
が
ら
言
挙
げ
せ

ぬ
国
」
で
あ
る
か
ら
、
道
路
の
意
味
の
道
の
ほ
か
に
、
「
何
の
道
く
れ
の
道
」
と
言

葉
に
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
だ
が
、
「
神
の
道
」
と
言
う
言
葉
は
な
か
っ
た
け
れ

ど
も
、
「
神
の
道
」
は
あ
っ
た
。
「
書
籍
と
い
ふ
物
渡
参
来
て
、
其
を
学
び
よ
む
事

始
ま
り
て
後
、
其
国
の
て
ぶ
り
を
な
ら
ひ
て
、
や
ゝ
万
の
う
へ
に
ま
じ
へ
用
ひ
ら

る
ゝ
御
代
に
な
り
て
ぞ
、
大
御
国
の
古
の
大
御
て
ぶ
り
を
ば
、
取
分
て
神
の
道
と
は

な
づ
け
ら
れ
た
り
け
る
、
そ
は
か
の
外
国
の
道
々
に
ま
が
ふ
が
ゆ
ゑ
に
、
神
と
い
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ひ
、
又
か
の
名
を
借
り
て
、
こ
ゝ
に
も
道
と
は
い
ふ
な
り
け
り
」
。
こ
れ
が
、
高
御

産
巣
日
の
御
霊
に
よ
っ
て
、
伊
邪
那
岐
・
伊
邪
那
美
が
創
始
し
、
天
照
大
御
神
が
受

け
保
ち
、
伝
え
ら
れ
た
道
、
神
道
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
『
玉
勝
間
』
に
、
「
そ
も
〱

道
は
、
も
と
学
問
を
し
て
知
る
こ
と
に
は
あ
ら
ず
、
生
れ
な
が
ら
の
真
心
な
る
ぞ
、

道
に
は
有
り
け
る
、
真
心
と
は
、
よ
く
も
あ
し
く
も
、
う
ま
れ
つ
き
た
る
ま
ゝ
の
心

を
い
ふ
、
然
る
に
後
の
世
の
人
は
、
お
し
な
べ
て
漢
意
に
の
み
う
つ
り
て
、
真
心
を

ば
う
し
な
ひ
は
て
た
れ
ば
、
今
は
学
問
せ
ざ
れ
ば
、
道
を
え
し
ら
ざ
る
に
こ
そ
あ

れ
」
と
あ
る
が
、
生
ま
れ
な
が
ら
の
真
心
こ
そ
、
漢
意
に
影
響
さ
れ
る
こ
と
の
な
か

っ
た
、
古
人
の
心
で
あ
り
、
「
神
の
道
」
に
生
き
た
古
人
の
心
に
適
う
心
な
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。 

  

宣
長
は
、
異
国
の
聖
人
の
道
を
さ
か
し
ら
と
し
て
排
斥
し
た
。
彼
に
は
、
聖
人
の

考
え
出
し
た
偉
そ
う
な
説
な
ど
、
余
計
物
と
し
か
思
え
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、

聖
人
批
判
、
漢
意
批
判
は
激
し
く
な
る
の
だ
が
、
私
は
、
彼
の
主
張
の
真
意
を
思
っ

て
み
る
の
で
あ
る
。 

 

宣
長
曰
く
、
「
人
は
み
な
、
産
巣
日
神
の
御
霊
に
よ
り
て
、
生
れ
つ
る
ま
に
〱
、

身
に
あ
る
べ
き
か
ぎ
り
の
行
は
、
お
の
づ
か
ら
知
て
よ
く
為
る
物
に
し
あ
れ
ば
、
世

中
に
生
と
し
い
け
る
物
、
鳥
蟲
に
至
る
ま
で
も
、
己
が
身
の
ほ
ど
〱
に
、
必
あ
る
べ

き
か
ぎ
り
の
わ
ざ
は
、
産
巣
日
神
の
み
た
ま
に
頼
て
、
お
の
づ
か
ら
よ
く
知
て
な
す

も
の
な
る
中
に
も
、
人
は
殊
に
す
ぐ
れ
た
る
物
と
う
ま
れ
つ
れ
ば
、
又
し
か
勝
れ
た

る
ほ
ど
に
か
な
ひ
て
、
知
べ
き
か
ぎ
り
は
し
り
、
す
べ
き
か
ぎ
り
は
す
る
物
な
る

に
、
い
か
で
か
其
上
を
な
ほ
強
る
こ
と
の
あ
ら
む
」
。 

 

至
極
温
和
的
な
考
え
で
、
宣
長
の
性
格
が
よ
く
出
て
い
る
文
章
だ
。 

 

ま
た
、
「
ほ
ど
〱
に
あ
る
べ
き
か
ぎ
り
の
わ
ざ
を
し
て
、
穏
し
く
楽
く
世
を
わ
た

ら
ふ
ほ
か
な
か
り
し
か
ば
、
か
く
あ
る
ほ
か
に
、
何
の
教
ご
と
を
か
も
ま
た
む
」
。 

「
神
の
道
」
の
ま
に
ま
に
、
皆
が
穏
や
か
に
楽
し
く
暮
ら
す
こ
と
が
望
ま
し
い
、
そ

の
思
い
が
、
彼
の
漢
意
批
判
と
な
っ
た
と
考
え
て
は
い
け
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

彼
の
思
想
を
分
析
す
る
の
は
、
研
究
者
の
仕
事
だ
。
し
か
し
、
仕
事
に
熱
中
す
る

あ
ま
り
、
人
間
宣
長
を
失
念
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
研
究
者
は
、
実
証
的
学
者

と
「
狂
信
者
」
の
統
一
に
忙
し
く
、
未
だ
に
困
惑
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
彼
を
二
分

し
て
考
え
る
か
ら
、
事
が
面
倒
に
な
る
。
素
人
の
私
は
呑
気
な
も
の
だ
か
ら
、
彼
を

二
分
し
て
考
え
て
み
る
こ
と
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
統
一
も
何
も
な
い
わ
け
で
あ

る
。
故
に
人
間
宣
長
に
親
し
ん
で
い
ら
れ
る
の
だ
。 

 

「
人
は
人
事

ヒ
ト
ノ
ウ
ヘ

を
以
て
神
代
を
議 ハ

カ

る
を
、
我
は
神
代
を
以
て
人
事
を
知
れ
り
」
。
宣

長
は
、
理
性
の
人
と
し
て
、
空
理
空
論
を
斥
け
た
。
「
無
き
こ
と
を
、
理
を
以
て
有

げ
い
ひ
な
す
」
こ
と
を
嫌
っ
た
。
「
人
の
小
さ
き
智
以
て
」
神
の
上
を
推
し
量
る
こ

と
に
否
定
的
で
あ
り
、
自
戒
し
て
も
い
た
。
「
人
事
を
以
て
神
代
を
議
る
」
こ
と

は
、
さ
か
し
ら
で
あ
る
。
「
た
ゞ
其
尊
き
を
た
ふ
と
み
、
可
畏
き
を
畏
み
て
ぞ
」
あ

る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
は
理
を
全
て
否
定
し
た
の
で
は
な
い
。
私
の
管
見
に
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よ
れ
ば
、
彼
が
は
っ
き
り
と
闡
明
し
た
理
が
、
た
だ
一
つ
だ
け
あ
る
。
或
い
は
妙
理

と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
「
善
悪
た
が
ひ
に
相
根
ざ
す
理
」
で
あ
る
。
「
善
悪
た

が
ひ
に
相
根
ざ
す
」
理
と
は
何
か
。
『
古
事
記
伝
』
か
ら
全
文
を
引
用
し
た
い
が
、

あ
ま
り
に
長
く
な
る
か
ら
、
簡
単
に
述
べ
る
。
彼
は
「
神
代
を
以
て
」
世
間
の
あ
る

べ
き
理
を
知
っ
た
の
で
あ
る
。
「
善
悪
た
が
ひ
に
相
根
ざ
す
理
」
と
は
、
吉 ヨ

善
事

ゴ

ト

か

ら
凶
悪
事

マ

ガ

ゴ

ト

が
生
じ
、
凶
悪
事
か
ら
吉
善
事
が
生
じ
、
吉
凶
互
に
移
り
行
く
理
で
あ

る
。
ま
た
、
凶
悪
事
は
あ
っ
て
も
、
終
に
吉
善
事
に
は
勝
て
ず
、
人
は
凶
悪
事
を
嫌

い
、
吉
善
事
を
行
う
べ
き
理
で
あ
る
。
彼
は
、
「
奇
し
き
か
も
、
霊
し
き
か
も
、
妙

な
る
か
も
、
妙
な
る
か
も
」
と
、
注
を
結
ん
で
い
る
。
こ
こ
で
宣
長
が
言
っ
て
い
る

こ
と
は
、
良
い
事
も
あ
れ
ば
、
悪
い
事
も
あ
る
と
言
う
意
味
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
煎

じ
詰
め
れ
ば
一
つ
だ
が
、
凶
悪
事
は
吉
善
事
か
ら
生
ま
れ
、
吉
善
事
は
凶
悪
事
か
ら

生
ま
れ
る
と
言
う
意
味
だ
。
彼
に
は
っ
き
り
と
説
く
こ
と
が
出
来
た
理
は
、
こ
の
妙

理
た
だ
一
つ
だ
と
言
っ
て
い
い
。
神
代
の
黄
泉
の
段
か
ら
始
ま
り
、
今
の
代
に
至
る

ま
で
、
和
漢
の
変
化
の
事
跡
を
見
れ
ば
、
妙
に
悉
く
、
こ
の
理
に
あ
た
っ
て
い
る
と

彼
は
言
う
。
彼
は
『
古
事
記
』
を
信
じ
抜
い
た
。 

  

村
岡
は
、
宣
長
学
の
本
質
的
意
義
を
文
献
学
と
す
る
も
、
「
宣
長
学
は
、
文
献
学

た
る
埒
外
を
出
で
ゝ
、
単
に
古
代
人
の
意
識
を
理
解
す
る
に
止
ら
な
い
で
、
そ
の
理

解
し
た
所
を
、
や
が
て
、
自
己
の
学
説
、
自
己
の
主
義
と
し
て
、
唱
道
す
る
に
至
っ

て
ゐ
る
」
と
し
て
、
文
献
学
の
変
態
と
し
て
、
宣
長
学
の
古
代
主
義
を
指
摘
し
、
彼

の
学
問
を
全
体
と
し
て
、
文
献
学
的
思
想
と
考
え
て
い
る
。
村
岡
は
こ
の
変
態
の
心

理
的
根
拠
と
し
て
、
国
家
思
想
、
経
験
的
不
可
知
論
的
思
想
、
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
の

根
拠
と
し
て
、
敬
虔
的
思
想
な
ど
を
列
挙
し
て
い
る
が
、
読
ん
で
い
る
と
、
宣
長
の

顔
が
ぼ
や
け
て
く
る
。 

 
 「

宣
長
学
は
、
真
淵
に
よ
つ
て
大
成
さ
れ
た
、
換
言
す
れ
ば
、
そ
の
契
沖
か
ら
啓
発

さ
れ
た
根
本
の
精
神
や
学
風
を
、
真
淵
の
学
風
の
影
響
に
よ
つ
て
発
展
さ
せ
て
、
中

古
学
よ
り
は
、
一
層
完
全
の
意
義
に
於
け
る
、
文
献
学
を
成
す
に
至
つ
た
」
。
宣
長

は
「
古
の
こ
ゝ
ろ
詞
を
た
づ
ぬ
る
」
学
問
は
、
真
淵
か
ら
始
ま
っ
た
と
書
い
て
い

る
。
道
の
学
問
に
志
し
た
頃
か
ら
、
宣
長
に
と
っ
て
、
真
淵
は
、
契
沖
よ
り
も
遥
か

に
大
き
な
存
在
と
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
真
淵
の
影
響
で
、
彼
の
学
問
も
、
道

学
的
性
質
を
帯
び
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
宣
長
学
が
一
面
古
道
説
と
な
っ

た
の
も
、
真
淵
の
影
響
で
あ
る
と
村
岡
は
言
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
宣
長
が
、
真
淵

の
思
想
に
全
く
感
染
し
て
し
ま
っ
た
と
は
言
い
難
い
。
例
え
ば
、
歌
に
つ
い
て
は
、

真
淵
は
頑
な
な
万
葉
主
義
者
で
あ
る
が
、
宣
長
は
新
古
今
主
義
で
あ
り
、
し
か
も
、

宣
長
の
文
学
説
の
柔
ら
か
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
真
淵
の
万
葉
主
義
は
、
古
代
主
義

の
手
段
と
な
っ
て
い
る
。
村
岡
曰
く
、
真
淵
の
古
学
は
客
観
的
文
献
学
で
は
な
く
、

主
観
的
古
代
主
義
で
あ
る
。
無
論
、
宣
長
は
、
師
か
ら
少
な
か
ら
ず
影
響
を
受
け
て

い
る
の
だ
か
ら
、
宣
長
学
に
も
、
厄
介
な
問
題
が
生
じ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。
先
に



14 

 

少
し
触
れ
た
が
、
文
献
学
と
古
道
と
の
対
峙
で
あ
る
。
村
岡
は
、
客
観
的
説
明
的
古

代
学
と
主
観
的
規
範
的
古
代
主
義
と
の
対
峙
と
言
う
。 

村
岡
曰
く
、 

「
彼
の
国
家
思
想
、
尊
王
思
想
の
奥
底
に
は
、
国
家
及
び
天
皇
に
対
す
る
絶
対
的
尊

信
が
あ
る
。
彼
の
実
証
的
不
可
知
論
的
思
想
の
根
底
に
は
、
神
秘
思
想
が
あ
る
。
而

し
て
、
絶
対
的
尊
信
と
神
秘
思
想
と
の
両
者
は
、
敬
虔
思
想
と
い
ふ
彼
の
宗
教
的
信

仰
に
よ
つ
て
、
根
拠
せ
ら
れ
て
ゐ
る
」
。
な
る
ほ
ど
、
絶
対
的
尊
信
は
、
彼
の
古
伝

説
信
仰
と
引
き
離
せ
な
い
し
、
神
秘
思
想
も
同
様
で
あ
る
。
で
は
、
敬
虔
思
想
は
何

に
因
る
の
か
。
私
は
、
長
い
間
の
『
古
事
記
』
注
釈
の
仕
事
に
因
る
と
考
え
る
の
だ

が
、
村
岡
の
考
え
は
愚
見
と
異
な
る
。
「
固
よ
り
、
古
伝
説
の
研
究
、
即
ち
、
古
代

人
の
意
識
の
う
ち
か
ら
、
得
て
来
た
も
の
で
は
な
い
」
と
言
う
。
村
岡
は
、
宣
長
の

敬
虔
な
人
格
に
因
る
と
言
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
考
え
て
み
る
べ
き
は
、
彼
の
敬
虔

的
人
格
の
成
因
で
あ
る
と
し
、
一
つ
に
は
、
垂
加
神
道
の
影
響
、
二
つ
に
は
、
彼
の

家
の
宗
教
、
浄
土
宗
の
影
響
と
考
え
て
い
る
。
果
た
し
て
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。 

 

こ
こ
で
、
小
林
秀
雄
の
『
本
居
宣
長
』
か
ら
引
用
し
て
お
き
た
い
。 

「
宣
長
の
敬
虔
性
を
養
っ
た
も
の
と
し
て
、
垂
加
神
道
と
太
宰
学
と
の
影
響
、
こ
れ

に
加
え
て
、
そ
の
家
庭
の
宗
教
た
る
浄
土
宗
的
信
仰
の
習
性
が
挙
げ
ら
れ
、
こ
う
し

て
養
わ
れ
た
彼
の
心
性
に
、
国
家
思
想
と
不
可
知
論
的
思
想
が
協
力
し
た
と
解
す
る

の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
そ
れ
な
ら
、
宣
長
と
い
う
人
間
を
、
引
裂
か
な
い
で
済
む

か
も
知
れ
な
い
し
、
村
岡
氏
が
結
論
し
て
い
る
よ
う
に
、
不
可
解
に
見
え
て
い
た
宣

長
の
古
伝
説
信
仰
の
態
度
も
、
そ
う
い
う
風
に
、
そ
の
学
問
の
由
来
す
る
と
こ
ろ

を
、
分
析
的
に
求
め
て
行
け
ば
、
『
理
解
し
得
べ
き
』
も
の
と
な
ろ
う
。
し
か
し
、

ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
『
理
解
し
得
べ
き
』
結
論
の
語
る
と
こ
ろ
は
、
こ
れ
に
は

誰
も
反
対
は
し
ま
い
と
い
う
だ
け
の
事
で
は
な
い
の
か
。
難
題
を
、
実
際
に
生
き
て

み
せ
た
宣
長
の
努
力
の
緊
張
が
、
そ
う
い
う
全
く
消
極
的
な
意
味
合
の
う
ち
に
、
弛

緩
し
衰
弱
し
て
了
う
と
い
う
事
に
な
る
だ
け
で
は
な
い
の
か
」
。
さ
ら
に
、
「
垂
加

と
か
太
宰
学
と
か
と
、
い
ろ
い
ろ
と
取
集
め
て
み
て
も
、
そ
う
い
う
資
材
な
り
、
手

段
な
り
を
ど
う
扱
っ
て
、
ど
う
い
う
風
に
開
眼
す
る
に
到
っ
た
か
と
い
う
、
宣
長
の

思
想
の
自
発
性
に
は
触
れ
る
事
は
出
来
ま
い
。
そ
れ
を
逃
し
て
い
る
の
で
は
、
宣
長

の
個
性
に
推
参
し
た
と
見
え
て
も
、
や
は
り
、
こ
れ
に
到
着
せ
ず
、
そ
の
外
側
を
巡

っ
て
い
た
と
い
う
事
に
な
り
は
し
な
い
か
」
。
こ
れ
は
分
析
か
ら
直
観
に
到
る
の
で

は
な
く
、
直
観
か
ら
分
析
に
移
る
と
い
う
ベ
ル
ク
ソ
ン
か
ら
学
ん
だ
批
評
家
小
林
の

手
法
で
あ
る
。
村
岡
と
小
林
と
、
ど
ち
ら
が
宣
長
の
核
心
に
よ
り
近
づ
き
得
た
か
。 

 

し
か
し
、
こ
れ
く
ら
い
に
し
て
お
く
。 

  

宣
長
の
人
格
に
つ
い
て
、
一
言
し
て
お
く
。 

 

彼
は
、
実
際
家
と
し
て
、
与
え
ら
れ
た
環
境
に
随
順
し
、
無
理
に
我
を
通
す
こ
と

は
し
な
か
っ
た
。
穏
や
か
で
、
円
満
、
角
々
し
い
所
が
な
く
、
余
裕
の
あ
る
人
で
あ

っ
た
。
学
問
の
ほ
う
は
天
才
だ
が
、
生
活
は
、
何
一
つ
奇
行
、
波
瀾
の
な
い
、
平
凡

な
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
激
し
く
儒
仏
を
排
撃
し
た
の
は
、
学
問
の
上
だ
け
で
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だ
。
生
活
者
と
し
て
穏
健
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
彼
の
著
書
を
読
め
ば
よ
く
わ
か
る

し
、
苦
労
人
で
、
実
に
人
間
が
練
れ
て
い
た
。 

 
ま
た
、
宣
長
は
無
類
の
桜
好
き
で
あ
っ
た
。
花
見
に
も
し
ば
し
ば
出
か
け
、
自
宅

に
も
植
え
、
そ
れ
だ
け
な
ら
、
た
だ
の
桜
好
き
だ
が
、
遺
言
書
に
は
奥
墓
に
植
え
る

よ
う
に
と
書
き
、
自
ら
付
け
た
諡
は
「
秋
津
彦
美
豆
桜
根
大
人
」
で
あ
る
。
ま
た
、

桜
の
歌
の
数
は
膨
大
で
、
「
枕
の
山
」
に
は
、
三
百
首
以
上
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。

彼
の
桜
好
き
は
伝
え
よ
う
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。 

  

本
居
宣
長
は
、
享
和
元
年
（
一
八
〇
一
）
、
七
十
二
歳
で
歿
し
た
。
死
の
前
年
、

遺
言
書
を
執
筆
し
、
山
室
山
妙
楽
寺
を
訪
れ
、
墓
所
を
定
め
て
い
る
。
そ
の
頃
に
詠

ま
れ
た
歌
、 

  

今
よ
り
は
は
か
な
き
身
と
は
な
け
か
し
よ
千
世
の
す
み
か
を
も
と
め
え
つ
れ
は 

  

最
後
に
、
彼
の
遺
言
書
を
略
書
し
た
い
の
だ
が
、
納
棺
、
埋
葬
、
葬
送
、
葬
式
、

墓
地
そ
の
他
に
つ
い
て
の
詳
細
な
指
示
か
ら
な
り
、
図
入
り
で
あ
ま
り
に
長
い
た

め
、
遺
憾
で
あ
る
が
省
略
し
て
こ
の
雑
文
を
終
え
る
こ
と
に
す
る
。 

  

し
き
嶋
の
や
ま
と
ご
ゝ
ろ
を
人
と
は
ゞ
朝
日
に
ゝ
ほ
ふ
山
ざ
く
ら
花 
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