
本
居
宣
長
の
研
究
態
度

―

『

古

事

記

伝

』

開

板

に

至

る

過

程

を

通

し

て

―
川

田

康

幸

序

古
代
の
文
学

･
文
化

･
思
想
等
を
考
え
る
時
､
本
居
宣
長
は
避
け
て
通
る
事
の
で
き
な
い
巨
人
､
超
然
と
替
え
立
つ
偉
大
な
人
物
で
あ
る
｡

宣
長
は
現
代
に
も
力
強
く
脈
脈
と
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
宣
長
の
畢
生
の
仕
事
が

『古
事
記
伝
』
で
あ
り
'
宣
長
の
学
者
と
し
て
の

全
て
､
研
究
の
方
法
論
'
目
的
'
思
想
信
条
が
書
き
込
め
ら
れ
て
い
る
｡

本
論
で
は
'
ま
ず
宣
長
以
前
の
記

･
紀
研
究
の
概
略
を
記
し
'
上
京
後
の
宣
長
の
研
究
方
法
の
確
立
が
､
ど
の
様
な
影
響
の
下
に
お
こ
な

わ
れ
た
か
を
見
る
｡
次
に
帰
郷
の
後
の
､
宣
長
の
研
究
対
象
の
確
立
と
'
そ
の
目
標
と
し
た
も
の
を
論
じ
る
｡

京
都
遊
学
以
前
か
ら
､
歌
を
通
し
､
家
庭
環
境
を
通
じ
て
漠
然
と
し
た
古
典
に
対
す
る
興
味
を
有
し
て
い
た
宣
長
｡
そ
の
彼
が
歌
論
書
を

通
し
て
契
沖
と
出
合
う
｡
帰
郷
後
､
生
涯
の
師
と
な
る
真
淵
と
の
出
合
い
｡
『古
事
記
』
研
究
の
過
程
に
お
け
る
士
清
と
の
交
流
｡
『古
事
記

伝
』
開
板
に
至
る
長
い
道
の
り
を
追
う
こ
と
で
､
そ
の
一
端
に
ふ
れ
て
み
た
い
｡

一
㌧
宣
長
以
前
の
記

･
紀
研
究

59



F古
事
記
』
の
研
究
史
の
中
で
不
朽
の
名
著
と
い
え
ば
質

･
塁
と
も
他
を
圧
す
る
も
の
は
'
本
居
宣
長
の

『古
事
記
伝
』
を
措
い
て
外
に

な
い
｡
こ
の
こ
と
は
現
在
で
も
変
わ
ら
な
い
｡
今
日
で
は

『
日
本
書
紀
』
を
知
ら
吃
-
て
も
､
『古
事
記
』
を
知
ら
な
い
人
は
い
な
い
位
､

F古
事
記
L
は
巾
広
く

1
般
に
知
ら
れ
'
そ
の
真
価
を
認
め
ら
れ
て
い
る
.
今
日
の
よ
う
に

F古
事
記
』
に
重
い
価
値
を
認
め
る
状
況
は
､

そ
う
古
い
も
の
で
は
な
い
｡
r古
事
記
』
と

『
日
本
書
紀
』
の
二
雷
を
比
較
す
る
と
'
近
世
に
至
る
ま
で
は

『
日
本
書
紀
』
の
方
が
圧
倒
的

に
重
要
視
さ
れ
て
い
た
.
そ
の
こ
と
は
､
注
釈
書
や
写
本
の
頬
が
､
中
世
ま
で
は
ほ
と
ん
ど

『
日
本
書
紀
』
に
限
ら
れ
て
い
た
と
い
う
点
で

明
ら
か
で
あ
ろ
う
｡
今
日
と
は
ま
っ
た
く
逆
の
立
場
で
あ
っ
た
｡
近
世
に
至
っ
て
両
書
の
立
場
が
逆
転
す
る
の
で
あ
る
｡

r古
事
記
l
の
成
立
は
和
銅
五
年

(七

1
二
)
で
､
養
老
四
年

(七
二
〇
)
成
立
の

『
日
本
書
紀
』
よ
り
八
年
早
い
撰
録
で
あ
る
｡
『古

事
記
_)
は
上

･
中

･
下
三
巻
｡

1
万

F
日
本
書
紀
』
は
三
十
巻
｡
巻
数
だ
け
の
単
純
な
比
較
で
は
あ
る
が
'
『
日
本
書
紀
』
の
方
が

r古
事

記
』
よ
り
圧
倒
的
に
分
量
が
多
い
の
で
あ
る
｡
ま
た

『
日
本
書
紀
』
の
方
は
'

言
m
舎
人
親
王
奉
け劾
'｡
修
二
日
本
紀
丁

至
是

功
成
ナ奏
上
も

紀
州
巻
系
団

1窄
O

(Bf瑚縄
辞
増鴛
l)

と
'
そ
の
完
成
の
様
が
官
撰
国
史
の
中
に
'
し
っ
か
り
と
記
録
さ
れ
て
い
る
｡
だ
が

F古
事
記
』
の
方
は
'
『続
日
本
紀
｣
の
中
に
こ
の
様

珪
1

な
記
録
が
な
い
｡
『万
葉
集
』
の
詞
書

･
左
往
に
わ
ず
か
に
引
用
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ

る

｡
『万
葉
集
』
の
左
往
の
中
に
は
'
『
紀
』
あ
る

い
は

『
日
本
紀
』
と
記
さ
れ
た
､
『
日
本
書
紀
』
が
数
多
-
引
用
さ
れ
て
い
る
｡
即
ち
､
こ
の
こ
と
は

『古
事
記
』
は
推
古
天
皇
ま
で
の
記

事
で
巻
を
閉
じ
る
の
に
対
し
て

『
日
本
書
紀
』
は
持
統
天
皇
で
巻
を
閉
じ
る
｡
そ
し
て
'
『万
葉
集
』
は
推
古
天
皇
の
次
に
即
位
し
た
野
明

天
皇
以
降
の
歌
が
圧
倒
的
に
お
お
い
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

『
日
本
書
紀
』
は
六
国
史
の
最
初
に
編
纂
さ
れ
た
も
の
と
し
て
'
よ
-
読
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
即
ち
'
『
日
本
書
紀
』
撰
進
の

珪
二

翌
年
の
養
老
五
年

(七
二

1
)
か
ら
康
保
二
年

(九
六
五
)
の
約
二
百
五
十
年
間
に
'
少
な
-
と
も
七
回
に
亘
る
講
蓮
が
行
な
わ
れ
て
い
る
O

一
方

｢古
事
記
』
に
は
宮
中
に
お
い
て
講
延
等
が
な
さ
れ
た
と
い
う
記
録
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
｡
『
日
本
書
紀
』
は
鎌
倉
時
代
に
な
っ
て
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か
ら
は
当
時
勃
興
し
て
き
た
神
道
論
と
結
び
'
主
と
し
て
神
代
巻
を
中
心
と
し
た
注
釈
が
盛
ん
に
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
そ
の
一
つ

が
鎌
倉
時
代
中
期
頃
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
､
ト
部
懐
貿

(兼
方
)
の
著
し
た

『釈
日
本
紀
』
で
あ
る
｡
こ
れ
は

『
日
本
書
紀
』
講
延
の

｢私
記
｣
や
､
ト
部
家
に
伝
え
ら
れ
て
き
た
説
等
を
集
大
成
し
て
纏
め
た
も
の
で
あ
る
｡
室
町
時
代
に
入
る
と
､
忌
部
正
通
の

『神
代
口
訣
』､

あ
る
い
は
一
条
兼
良
の

『
日
本
書
紀
纂
疏
』
と
い
う
'
い
づ
れ
も
神
代
巻
の
注
釈
書
が
記
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
他

一
条
兼
良
の
影
響
を
受
け

た
と
さ
れ
る
吉
田
兼
倶
が

『
日
本
書
紀
神
代
抄
』
を
'
ま
た
兼
倶
の
子
'
清
原
宣
賢
が

『
日
本
紀
神
代
抄
』
そ
の
他
等
を
記
し
て
い
る
｡

江
戸
時
代
に
入
っ
て
も

『
日
本
書
紀
』
の
神
代
巻
は
神
道
と
結
び
つ
き
'
人
々
の
好
む
と
こ
ろ
と
な
っ
た
｡
例
え
ば
新
井
白
石
は
儒
教
で

つ
ち
か
わ
れ
た
合
理
的
精
神
で

『
日
本
書
紀
』
の
神
代
巻
を
中
心
に
し
て
'
神
代
史
を
研
究
し
､
『古
史
通
』
･
『古
史
通
或
問
』
を
著
し
て

い
る
｡
荷
田
春
満
は
神
代
巻
の
口
述
筆
記
で
あ
る

『
日
本
書
紀
前
記
』
を
纏
め
て
い
る
｡
そ
の
後
十
八
世
紀
に
至
り
'
谷
川
士
清
は
こ
れ
等

江
戸
時
代
初
期
の
諸
家
の
説
や
典
籍
を
あ
げ
'
『
日
本
書
紀
通
謹
』
三
十
五
巻
を
完
成
さ
せ
た
｡
こ
れ
は

『
日
本
書
紀
』
全
般
に
百
一る
注
釈

で
､
宝
暦
十
二
年

(
一
七
六
二
)
に
開
坂
さ
れ
て
い
る
｡
次
に
著
さ
れ
た
の
が
河
村
秀
根
の

『書
記
集
解
』
全
三
十
巻
で
あ
る
｡
こ
れ
は
神
･

儒

･
仏
の
解
釈
を
離
れ
'
純
粋
に
出
典
を
あ
げ
て
注
釈
し
た
学
術
的
態
度
が
と
ら
れ
て
お
り
'
『
日
本
書
紀
』
全
巻
に
お
よ
ぶ
｡

技
三

以
上
'
本
居
宣
長
が

『古
事
記
侍
』
開
校
に
取
り
か
か
っ
た
頃
ま
で
の
状
況
を
ご
く
簡
略
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
｡

F日
本
書
紀
』
は
撰
鐘
を
み
た
養
老
年
間
よ
り
'
国
史
と
し
て
尊
重
さ
れ
'
中
世
以
降
特
に
そ
の
神
代
巻
が
神
道
論
の
典
拠
と
し
て

｢神

典
｣
祝
さ
れ
て
き
た
｡
そ
の
結
果
､
写
本
も
非
常
に
古
い
も
の
が
残
っ
て
い
る
｡
例
え
ば
最
古
の
写
本
と
さ
れ
る
巻
十
の
み
の
田
中
本
は
'

奈
良
時
代
末
か
ら
平
安
時
代
初
期
の
書
写
と
さ
れ
て
い
る
｡
そ
の
他
平
安
時
代
中
期
の
書
写
と
さ
れ
る
岩
崎
本
'
平
安
時
代
後
期
の
岩
崎
本
'

院
政
期
の
宮
内
庁
書
陵
部
本
､
北
野
本
等
が
あ
る
｡
こ
れ
等
は
完
本
で
は
な
-
'
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
残

っ
て
い
る
｡
ま
た
版
本
も
慶
長
四
年

(
1
五
九
九
)
の
勅
版
本
の
神
代
巻
'
慶
長
十
五
年

(
1
六

1
0
)
に
は
本
活
字
で
三
十
巻
全
巻
が
刊
行
さ
れ
た
.

以
上
み
て
き
た
如
く
'
『
日
本
書
紀
』
の
注
釈

･
研
究
は
､
早
く
か
ら
精
力
的
に
行
わ
れ
て
い
た
｡
で
は

『古
事
記
』
の
方
は
ど
う
か
｡
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二
㌧
宣
長
以
前
の

『古
事
記
』
研
究

先
述
し
た
様
に

『古
事
記
』
は

『
日
本
書
紀
』
の
如
-
宮
中
で
講
読
さ
れ
た
様
子
は
見
当
ら
な
い
｡
官
撰
国
史
の

『続
日
本
紀
』
も
当
然

の
如
く
'
『古
事
記
』
の
推
古
天
皇
を
受
け
て
､
鮮
明
天
皇
か
ら
筆
を
執
っ
て
は
い
な
い
｡
『続
日
本
紀
』
は

『
日
本
書
紀
』
を
承
け
て
'
文

武
天
皇
か
ら
起
筆
し
て
い
る
｡
『古
事
記
』
の
研
究

･
注
釈
は
､
近
世
に
至
る
ま
で
殆
ん
ど
無
い
に
等
し
い
｡
『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』
に

よ
れ
ば
'
平
安
時
代
に
は

『古
事
記
』
は
事
物
起
源
や
神
事
縁
起
に
対
す
る
欲
求
か
ら
読
ま
れ
て
い
た
形
跡
が
う
か
が
え
る
と
い
う
｡
鎌
倉

時
代
に
至
っ
て
'
ト
部
兼
文
の
著
し
た

『古
事
記
上
巻
抄
』
が
文
永
七
年

(
一
二
七
〇
)
に
成
立
し
た
｡
こ
の
本
は
､
大
国
主
神
の
国
譲
り

の
段
に
つ
い
て
'
『先
代
旧
事
本
紀
』
の
該
当
箇
所
を
抄
出
し
て
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
｡
ま
た
同
じ
兼
文
で
は
な
い
か
と
さ
れ
る

『古
事

記
裏
書
』
が
あ
る
｡
こ
の

『古
事
記
裏
書
』
は
'
『真
福
寺
本
古
事
記
』
や

『道
異
本
古
事
記
』
と
い
う
'
伊
勢
本
系
統
の
古
写
本
と
非
常

に
関
係
が
古
い
｡

ト
郡
兼
文
は

『釈
日
本
紀
』
を
纏
め
た
ト
部
兼
方
の
父
で
あ
り
､
父
子
二
代
に
わ
た
り
'
神
道
家
の
立
場
か
ら

『古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』

の
神
々
の
巻
'
上
巻

･
神
代
巻
を
中
心
と
し
た
注
釈
を
行
っ
て
い
る
｡
こ
れ
以
降
'
江
戸
時
代
に
い
た
る
ま
で

『古
事
記
』
の
注
釈
や
研
究

は
見
ら
れ
な
い
｡
た
だ
し
こ
の
間
に
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
'
こ
の
研
究
の
低
調
な
間
に
､
『古
事
記
』
の
写
本
が
い
く
つ
か
残

っ
た
点
で
あ

る
｡
『古
事
記
』
の
最
古
の
写
本
は

『真
福
寺
古
事
記
』
で
あ
る
｡
こ
れ
は
名
古
屋
市
の
真
福
寺
宝
生
院
に
残
さ
れ
た
も
の
で
'
真
福
寺
の

二
世
信
稔
の
命
に
よ
り
､
賢
稔
が
応
安
四
年

(
一
三
七

こ

に
上

･
中
巻
を
'
翌
五
年
に
下
巻
を
書
写
し
た
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
真
福
寺
の

開
基
は
能
信
上
人
と
い
い
'
真
言
宗
の
教
を
学
ん
だ
人
物
で
'
伊
勢
神
道
の
学
続
に
あ
る
O
l
一世
の
信
稔
の

『頬
衆
神
祇
本
源
』
の
奥
書
を

珪
四

書
い
て
い
る
人
物
で
あ
り
'
そ
の
弟
子
の
賢
稔
も
伊
勢
神
道
の
造
詣
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
つ
い
で
古
い
の
が
吉
田
家
に
伝
わ
っ
た
上

巻
の
み
の

『道
果
本
古
事
記
』
で
あ
る
.
永
徳
元
年

(
1
三
八

1
)
に
道
果
の
写
す
と
こ
ろ
と
な
っ
た
｡
伊
勢
本
系
統
の
本
で
あ
る
.
次
い
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で
古
い
の
が
応
永
三
十

一
年

(
一
四
二
四
)
に
道
拝
が
写
し
た

『道
祥
本
古
事
記
』
あ
る
い
は

『伊
勢
本
古
事
記
』
と
い
わ
れ
る
'
上
巻
の

み
の
写
本
が
あ
る
｡
ま
た
応
永
三
十
三
年
に
春
稔
が

『道
祥
本
古
事
記
』
を
書
写
し
た
､
『春
稔
本
古
事
記
』
あ
る
い
は

『
伊
勢

一
本
古
事

記
』
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
る
｡

『真
福
寺
本
』
と

『道
果
本
』
以
下

『春
稔
本
』
に
至
る
こ
の
四
本
は
多
-
の
共
通
異
文
を
も
っ
て
い
る
｡
『真
福
寺
本
』
の
奥
書
に
よ

れ
ば
'
そ
の
中
巻
は
'
『釈
日
本
紀
』
の
編
纂
に
か
か
わ
っ
た
ト
部
兼
文
､
兼
方
父
子
と
関
係
の
深
い
こ
と
が
わ
か
る
｡

こ
の
外
古
い
も
の
と
し
て
は
､
ト
部
兼
永
の
筆
に
な
る
大
永
二
年

(
一
五
二
二
)
に
書
写
さ
れ
た

『兼
永
筆
本
』
が
あ
る
｡
こ
れ
は
ト
部

系
統
本
の
祖
本
に
あ
七
る
｡
『古
事
記
』
の
写
本
の
多
-
は
､
ほ
と
ん
ど
こ
の

『兼
永
筆
本
』
を
祖
本
と
し
て
お
り
'
現
存
す
る
も
の
は
三

十
六
本
に
の
ぼ
る
｡
こ
の
ト
部
系
統
本
は
､
祖
本
の

『兼
永
筆
本
』
以
外
は
'
江
戸
時
代
初
期
を
湖
る
こ
と
は
な
く
'
近
世
に
至
る
ま
で
は
､

珪
五

『古
事
記
』
の
研
究
は
ま
っ
た
く
低
調
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い

か

｡

こ
の
様
な
状
況
を
打
破
す
る
一
つ
の
契
機
を
与
え
る
の
が
'
『古
事
記
』
の
版
本
の
刊
行
で
あ
る
｡
徳
川
家
康
の
文
教
政
策
に
よ
り
､
多

-
の
本
が
刊
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
先
述
し
た
如
-

｢
日
本
書
紀
』
は
慶
長
十
五
年

(
一
六

一
〇
)
に
全
三
十
巻
の
刊
行
を
み
た
｡

『万
葉
集
』
も
江
戸
時
代
初
期
に
'
活
字
無
訓
本
'
そ
の
後
'
そ
れ
に
訓
を
つ
け
た
活
字
附
訓
本
'
そ
し
て
'
寛
永
二
十
年

(
一
六
四
三
)

に
活
字
附
訓
本
の
整
版
本
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
｡
『古
事
記
』
の
方
も

『
日
本
書
紀
』
や

『万
葉
集
』
に
比
べ
る
と
遅
れ
る
が
'
寛
永
二
十

一
年

(
一
六
四
四
)
に
'
い
わ
ゆ
る

『寛
永
版
本
』
が
刊
行
さ
れ
た
｡
そ
の
後
､
貞
亨
四
年

(
一
六
八
七
)
に
渡
会
延
任
の
手
に
な
る
'
頭

注
に
校
異

･
略
注
を
記
し
､
本
文
に
句
読
点
等
を
つ
け
た
｡
『屯
頭
古
事
記
FB
が
刊
行
さ
れ
た
｡
渡
会
延
任
は
伊
勢
神
宮
の
外
宮
の
禰
宜
で
'

伊
勢
神
道
中
興
の
祖
と
さ
れ
る
｡
こ
こ
に
お
い
て
始
め
て

『古
事
記
』
研
究
に
必
要
な
基
礎
研
究
'
本
文
校
訂
が
､
出
版
と
い
う
形
で
出
現

し
た
の
で
あ
る
｡

次
に
位
置
す
る
の
が
契
沖
の

｢厚
顔
抄
』
で
あ
る
｡
こ
れ
は
元
禄
四
年

(
一
六
九

一
)
に
成
っ
た
も
の
で
､
全
三
巻
で
あ
る
｡
そ
の
う
ち

63



上

･
中
二
巻
が

『
日
本
書
紀
』
の
歌
蕗
の
注
釈
で
､
下
巻
が

F古
事
記
』
歌
誌
の
う
ち

『
日
本
書
紀
』
と
だ
ぶ
ら
な
い
も
の
五
十
六
首
の
注

釈
か
ら
な
っ
て
い
る
｡
こ
れ
は
中
世
以
来
の
伝
統
で
あ
る

『
日
本
書
紀
』
を
先
に
す
る
と
い
う
態
度
で
は
あ
る
が
'
従
来
注
の
無
か
っ
た

『古
事
記
』
の
歌
謡
に
つ
い
て
'
実
証
に
も
と
ず
-
注
釈
を
し
た
も
の
で
､
当
時
と
し
て
は
画
期
的
で
あ
っ
た
｡
契
沖
が
こ
こ
で
用
い
た
'

多
-
の
例
証
の
中
か
ら
結
論
に
も
っ
て
ゆ
-
帰
納
法
的
な
'
文
献
学
的
な
研
究
方
法
は
､
今
ま
で
の
記
･
紀
研
究
に
は
な
か
っ
た
も
の
で
'

本
居
宣
長
の

『古
事
記
伝
』
な
ど
に
多
大
の
影
響
を
与
え
た
も
の
で
あ
る
｡

次
い
で
現
わ
れ
た
の
は
荷
田
春
満
の

『古
事
記
列
記
』
で
あ
る
｡
こ
れ
は
春
満
の
講
説
し
た
も
の
を
'
甥
の
荷
田
信
章
が
筆
録
し
た
も
の

で
､
亨
保
十
四
年

(
一
七
二
九
)
に
完
成
し
て
い
る
｡
春
満
は
中
世
以
来
の
伝
統
で
あ
る
'
『
日
本
書
紀
』
の
神
代
巻
の
注
釈
に
大
変
な
努

力
を
し
て
い
る
｡
『古
事
記
別
記
』
は

『古
事
記
』
全
巻
に
わ
た
り
､
重
要
と
思
わ
れ
る
語
を
抽
出
し
'
そ
れ
に
注
釈
を
加
え
た
も
の
で
あ

る
｡
春
満
は

『
日
本
書
紀
』
神
代
巻
を
重
視
し
た
点
は
､
従
来
の
神
道
家
の
伝
統
か
ら
脱
け
切
っ
て
は
い
な
い
よ
う
に
思
え
る
が
'
『古
事

記
』
の
研
究
を
志
し
た
点
は
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
｡
春
満
以
降
に
輩
出
す
る
国
学
の
系
譜
に
属
す
る

『古
事
記
』
研
究
の
隆
盛
を
誘
導

し
た
点
で
は
大
き
な
意
義
が
あ
る
｡

こ
の
他
､
こ
の
頃
に
は
春
日
大
社
若
宮
の
神
主
'
中
臣
祐
字
の
.口
述
を
'
中
臣
祐
用
が
記
し
た

『古
事
記
聞
書
』
〔元
禄
十
三
年

(
一
七

〇
〇
))､
延
亨
四
年

(
一
七
四
七
)
か
ら
宝
暦
元
年

(
一
七
五

一
)
頃
ま
で
に
完
成
し
た
と
思
わ
れ
る
'
河
村
秀
興
'
秀
根
兄
弟
の
記
し
た

『古
事
記
開
題
』
が
あ
る
｡

近
世
に
入
っ
て
'
よ
う
や
-

F古
事
記
』
の
研
究
も
､
そ
の
緒
に
つ
い
た
わ
け
で
あ
る
｡
『古
事
記
』
の
方
が

『
日
本
書
紀
』
よ
り
高
い

価
値
が
あ
る
古
典
で
あ
る
と
し
た
'
加
茂
真
淵
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
.
真
淵
の

『古
事
記
』
に
関
す
る
研
究
は
'
宝
暦
七
年

(
1
七
五
七
)

に
完
成
し
た

『古
事
記
頭
書
』
が
あ
る
｡
こ
れ
は
､
『毛
頭
古
事
記
』
を
底
本
と
し
て
'
本
文
お
よ
び
訓
を
校
訂
L
t
そ
の
上
欄
に
頭
注
を

記
し
た
も
の
で
あ
る
｡
主
題
と
な
っ
て
い
る
の
は

『古
事
記
』
の
訓
で
あ
る
｡
真
淵
に
は
こ
の
他

『仮
字
書
古
事
記
』
『古
事
記
和
歌
略
註
』
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が
あ
る
｡
真
淵
は

『古
事
記
』
の
研
究
に
は
'
古
語
を
知
る
必
要
性
を
痛
感
し
'
そ
の
古
語
を
知
る
為
に

『万
葉
集
』
の
解
明
を
志
し
た
｡

そ
し
て
そ
の
為
に
真
淵
の
全
精
力
は

『万
糞
集
』
の
研
究
に
む
け
ら
れ
'
『冠
辞
考
』
や

『万
葉
集
考
』
な
ど
の
大
部
の
著
書
が
あ
る
｡
ま

た
自
宅
で
は
寛
延
元
年

(
一
七
四
八
)
閏
十
月
か
ら
'
『古
事
記
』
の
会
読
を
始
め
､
晩
年
に
至
る
ま
で
継
続
し
て
い
る
O
真
淵
の

『古
事

記
』
研
究
は

『古
事
記
』
を
訓
む
こ
と
に
終
っ
て
し
ま
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
､
正
し
く
読
め
て
始
め
て
そ
の
内
容
の
理
解
が
で
き
る
の
で

あ
る
｡
真
淵
が
ま
ず

『古
事
記
』
の
訓
読
を
志
し
た
点
は
'
非
常
に
大
き
な
価
値
を
兄
い
出
せ
る
の
で
は
な
い
か
｡

本
居
宣
長
も

『古
事
記
伝
』
の
研
究
に
際
L
t
真
淵
の
訓
を
借
覧
し
て
い
る
｡
『古
事
記
伝
』
の
中
に
も
'
そ
の
影
響
が
大
な
る
も
の
が

止
六

あ
り
'
真
淵
の
訓
や
語
釈
が
八
百
六
十
余
も
採
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

三
､
京
師
遊
学
と
契
沖

･
方
法
論
の
開
眼

佐
々
木
信
綱
は
そ
の
著

『松
坂
の
一
夜
』
の
中
で
､
宣
長
は

｢か
ね
て
､
自
分
は

『古
事
記
』
の
注
釈
を
志
し
て
い
た
｣
と
さ
れ
て
い
る

が
'
そ
れ
は
い
つ
頃
か
ら
志
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
ま
た
宣
長
が

『古
事
記
』
と
い
う
書
物
に
興
味
を
持
っ
た
の
は
い
つ
の
頃
で
あ
ろ

う
か
｡
こ
の
伴
に
関
し
て
宣
長
は
'
『玉
勝
間
』
の

｢お
の
が
物
ま
な
び
の
有
L
や
う
｣
の
中
で
'

さ
て
又
道
の
学
び
は
､
ま
づ
は
じ
め
よ
り
､
紳
書
と
い
ふ
す
ぢ
の
物
'
ふ
る
き
近
さ
'
こ
れ
や
か
れ
や
と
よ
み
つ
る
を
t
は
た
ち
ば
か

り
の
ほ
ど
よ
り
､
わ
き
て
心
ざ
し
有
し
か
ど
､
と
り
た
て
て
わ
ざ
と
ま
な
ぶ
事
は
な
か
り
L
に
､
京
に
の
ぼ
り
て
は
､
わ
ざ
と
も
撃
ば

む
と
'
こ
ゝ
ろ
ざ
し
は
す
ゝ

み
ぬ
る
を
t
か
の
契
沖
が
歌
ぶ
み
の
説
に
な
ず
ら
へ
て
､
皇
餌
の
い
に
L
へ
の
意
を
お
も
ふ
に
へ
世
に
神

道
者
と
い
ふ
も
の
の
批
お
も
む
き
は
､
み
な
い
た
-
た
が
へ
り
と
'
は
や
-
さ
と
り
ぬ
れ
ば
'

讃

監

糾
絹詑
肇

軸
)

と
､
上
京
以
前
か
ら
神
道
に
関
係
す
る
古
典
を
'
時
代
を
問
わ
ず
幅
広
-
読
ん
で
い
た
と
記
す
｡
こ
の
こ
と
は
'
母
方
の
村
田
全
次
と
そ
の

父
村
田
元
次
の
影
響
を
扱
き
に
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
｡
村
田
全
次
は
若
い
頃
'
山
崎
闇
斎
の
弟
子

･
浅
見
綱
嘉
に
入
門
し
て
'
垂
加
神
道
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を
学
ん
で
い
る
｡
宣
長
は
こ
の
親
子
に
神
道
学
の
指
導
を
受
け
て
い
る
と
､
本
居
酒
造
氏
は

『本
居
宣
長
稿
本
全
集
』
の
中
で
語
っ
て
い
る
｡

丘
七

ま
た
今
井
田
家

へ
養
子
に
入

っ
た
こ
と
も
'
宣
長
の
精
神
形
成
に
大
き
な
力
と
な
っ
て
い

る

｡
し
か
し
本
格
的
に
盲
道
学
に
目
覚
め
る
の
は
'

京
に
の
ぼ
っ
て
'
契
沖
の
説
に
接
し
て
か
ら
で
あ
る
｡
そ
の
こ
と
は

さ
て
京
に
在
し
ほ
ど
に
､
百
人

1
首
の
改
観
抄
を
､
人
に
か
り
て
見
て
'
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
'
飴
材
抄
勢
語
臆
断
な
ど
を
は
じ
め
'
其
外
も
つ
ぎ
′
人

に
､
も
と
め
出
て
見

け
る
ほ
ど
に
､

(Nr詣

欄
計
[弱

瑠

)

と
記
し
て
い
る
如
く
'
『百
人

一
首
改
観
抄
｣
に
接
し
て
か
ら
で
あ
る
｡
宣
長
は
契
沖
の
こ
の
書
に
接
し
て
か
ら
は
'
む
さ
ぼ
る
よ
う
に
契

沖
の
他
の
著
書
を
購
入
し
て
い
る
｡
目
か
ら
鱗
が
落
ち
る
よ
う
な
気
が
し
た
の
で
あ
ろ
う
｡
ま
た

右
伊
勢
物
語
'
契
沖
之
説
'
而
景
山
先
生
所
二増
益
]也
.
蓋
記
二臆
断
者
'
皆
契
師
之
解
臭
｡
其
飴
入
二
存
彼
師
説
一平
､
未
レ
詳
蔦
｡
然

不
レ出
二於
右
両
人
説
一也

壬
申
諸

席
五
月
十
二
日

本
居
柴
貞
寓

右
枕
詞
抄

1
研
契
沖
所
レ
搾
也
｡
其
烏
レ説
多
是
佳
蔦
｡
故
書
二
貫
之
l也
｡
抄
中
以
二朱
圏
一粘
着
､
蓋
樋
口
氏
所
二考
加
]也
.
鳴
呼

恨
レ
未
レ見
二代
匠
記
全
篇
-失
｡

賓
暦
二
年
壬
申
霜
月
二
十

1
日
夜
苧

手
短
下
?
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風
伊
勢
意
須
比
飯
高

華
風
子

本
居
柴
貞

(dlr糾
詔

娼
絹
本
)

宣
長
は
'
宝
暦
二
年

(
一
七
五
二
)
三
月
七
日
に
入
京
し
､
十
六
日
に
堀
景
山
に
入
門
し
'
二
カ
月
も
し
な
い
う
ち
に
'
契
沖
の
学
問
に

接
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
契
沖
の
学
問
に
接
し
た
喜
び
が
生
き
生
き
と
写
さ
れ
て
い
る
｡

堀
景
山
と
い
う
人
物
は
儒
学
者
で
は
あ
る
が
､
医
術
に
通
じ
､
祖
裸
や
室
鳩
巣
と
親
交
が
あ
り
'
古
文
辞
学
に
傾
倒
す
る

一
方
'
国
文
学



に
も
通
じ
特
に
契
沖
の
学
問
を
尊
重
し
た
｡
宣
長
は
こ
の
堀
景
山
に
入
門
し
､
当
然
景
山
の
響
咳
に
接
し
､
古
文
辞
学
の
方
法
論
'
あ
る
い

は
契
沖
の
学
問
に
親
し
く
接
し
た
と
思
わ
れ
る
｡
宣
長
は
景
山
を
通
し
て
契
沖
を
知
り
'
そ
の
著
作
に
接
す
る
こ
と
で
益
々
強
く
古
道
学
を

指
向
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
宣
長
は
契
沖
の

｢歌
ぶ
み
の
説
に
な
ず
ら
へ
て
､
皇
国
の
い
に
L
へ
｣
を
考
え
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
あ
る
｡
盲
文
献
を
研
究
す
る
に
あ
た
り
'
帰
納
的
な
文
献
学
と
で
も
い
う
べ
き
方
法
論
に
到
達
し
た
の
で
あ
る
｡
最
初
は
契
沖
の
説

く
斬
新
な
'
た
ぶ
ん
説
得
的
な
諸
説
に
驚
き
と
喜
び
を
感
じ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
契
沖
の
も
の
を
見
た
り
闘
い
た
り
す
る
う
ち
に
､
宣

長
は
契
沖
か
ら
学
び
と
る
も
の
は
､
そ
の
個
々
の
説

･
意
見
で
は
な
-
､
ま
さ
に
契
沖
の
と
っ
た
方
法
論
で
あ
る
と
気
付
い
た
の
で
あ
る
｡

I+T]ト

『玉
勝
間
』
の
中
で
宣
長
は
契
沖
の
説
に
対
し
て
か
な
り
批
判
的
で
あ
る
｡
例
え
ば

｢
か
の
契
沖
が
高
菜
の

説

は

'
な
は
い
ま
だ
し
き
こ

と
の
み
ぞ
多
か
り
け
る
｣
(お
の
が
物
ま
な
び
の
有
L
や
う
)
と
言

っ
た
り
､
｢契
沖
法
師
が
あ
ら
た
め
た
る
に
て
'
又
こ
よ
な
く
よ
-
な
れ

シ
ヒ

り
'
然
れ
ど
も
誤
字
な
る
を
し
ら
ず
し
て
､
本
の
ま
～
に
よ
め
る
な
ど
に
は
､
強
た
る
こ
と
お
は
く
､
そ
の
ほ
か
す
べ
て
の
よ
み
ざ
ま
も
'

な
は
よ
か
ら
ざ
る
こ
と
多
き
｣
(寓
糞
集
を
よ
む
こ
～
ろ
ば
へ
)
と
個
々
の
説
に
は
批
判
を
加
え
て
い
る
｡
た
だ
し
契
沖
の
研
究
方
法
に
つ

い
て
は
､
常
に
変
わ
ら
ず
高
-
評
価
し
て
い
る
｡

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

H

近
代
難
波
ノ
契
沖
師
此
道
ノ
学
問
二
通
シ
､
ス
ベ
テ
古
事
ヲ
引
謹
シ
'
中
古
以
来
ノ
妄
説
ヲ
ヤ
ブ
-
､
敷
TtI]年
来
ノ
非
ヲ
正
シ
'
高

菜
ヨ
-
ハ
シ
メ
多
ク
ノ
註
解
ヲ
ナ
シ
テ
'
衆
人
ノ
惑
ヒ
ヲ
ト
ケ
リ
'
ソ
ノ
著
述
多
ケ
レ
ト
モ
､
梓
行
セ
サ
レ
ハ
世

二
知
″人
マ
レ
ナ
-
､

オ
シ
イ
カ
ナ
'
マ
～

此
人
ノ
説
ヲ
ミ
ル
モ
ノ
ハ
､
始
テ
カ
ノ
異
説
ド
モ
ノ
非
ナ
ル
事
ヲ
サ
ト
レ
リ
'
サ
レ
ハ
近
圧

ハ
ス
コ
フ
ル
侍
受
ナ

ト
云
事
ヲ
ヤ
フ
ル
人
モ
マ
ゝ

出
来
レ
リ
､
大
カ
タ
契
沖

ハ
中
興
ノ
歌
学
者
ト
ミ
エ
タ
リ
､
世

二
禄
々
タ
ル
輩
ト
ハ
各
別
ト
オ
モ
ハ
ル
～

也
｡

G
5
紺
諾

望

嘉
)

ヽ

ヽ

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

口

唯
有
二
契
沖
撃

｡
不
レ
溺
二
時
流
-直
接
二
古
書
1以
考
二蔽
之
]'
大
開
二
邪
説
一而
侶
一古
学

.
卓
見
哉
｡

前

脚
!
lS
臥
酢

斬

霜

宛
)

臼

(カ
)
古
学
の
輩
の
､

古
学
と
は
'
す
べ
て
後
世
の
説
に
か
ゝ

は
ら
ず
'
何
事
も
'
古
書
に
よ
り
て
'
そ
の
本

を

考

へ
'

上

代

の
事
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を
'
つ
ま
び
ら
か
に
明
ら
む
る
学
問
也
､
此
学
問
'
ち
か
き
世
に
始
ま
れ
り
､
契
沖
は
ふ
し
'
歌
書
に
限
り
て
は
あ
れ
ど
'
此
道
す
ぢ

を
開
き
そ
め
た
り
,
比
人
を
ぞ
､
此
ま
な
び
の
は
じ
め
の

郡

と

も
い
ひ
っ
べ
き
,

転

馳
鎚

針Y
)

r
～
日
と
時
代
を
お
っ
て
配
列
し
た

(傍
点
筆
者
)｡
こ
れ
は
本
居
宣
長
の
､
契
沖
の
研
究
方
法
に
言
及
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
.
『排
薦

小
船
)
は
宝
暦
六
年

(
1
七
五
六
)
頃
､
京
都
遊
学
中
に
完
成
し
て
い
る
.
谷
川
土
清
に
あ
て
た
書
簡
は
明
和
二
年

(
1
七
六
五
)､
『古
事

記
伝
』
の
執
筆
に
取
り
か
か
っ
て
い
た
頃
で
あ
る
｡
『宇
比
山
踏
』
は
寛
政
十
年

(
一
七
九
八
)
十
月
八
日
起
稿
､
二
十

一
日
脱
稿
､
宣
長

晩
年
の
書
で
あ
る
｡
寛
政
十
年
六
月
十
三
日

『古
事
記
伝
』
四
十
四
巻
の
浄
書
完
了
'
九
月
十
三
日

『古
事
記
伝
』
の
完
成
祝
賀
会
t
と
宣

長
の
畢
世
の
仕
事
と
し
た

『古
事
記
伝
』
が
全
て
完
成
し
た
年
で
あ
る
｡
完
成
祝
賀
会
も
終
了
し
'
最
も
充
足
し
た
精
神
状
態
の
も
と
に

『芋
比
山
踏
』
は
執
筆
さ
れ
た
と
言
え
る
｡

宣
長
は
契
沖
の
方
法
論
に
つ
い
て
t
H
で
は

｢
ス
ペ
テ
古
事
ヲ
引
讃
シ
｣
し
て
中
古
以
来
の
妄
説
を
正
し
'
自
分
を
含
め
た
人
々
の
惑
ひ

を
救
っ
た
と
'
そ
の
喜
び
を
記
す
｡
jJ
の
士
清
宛
の
書
簡
は
､
ま
さ
に

『古
事
記
伝
』
の
執
筆
に
と
り
か
か
っ
て
一
年
前
後
と
い
う
頃
で
あ

る
｡
色
々
と
構
想
に
迷
い
が
生
じ
た
り
'
行
き
詰
ま
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
｡
｢時
流
二
溺
レ
ズ
'
直
二
古
書
二
接
ル
｣
と
言
っ

て
い
る
の
は
､
研
究
に
行
き
詰
ま
っ
た
時
に
は
契
沖
の
方
法
論
が
宣
長
を
叱
噂
激
励
し
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
.
白
の

『宇
比
山
踏
』

で
は
古
学
の
祖
を
契
沖
で
あ
る
と
宣
言
し
､
そ
の
方
法
論
は

｢何
事
も
'
古
書
に
よ
｣
る
と
記
す
｡
人
生
の
充
実
期
に
記
し
て
い
る
｡

宣
長
の
契
沖
に
対
す
る
態
度
で
一
貫
し
て
い
る
の
は
'
以
上
見
た
如
-
そ
の
方
法
論
を
評
価
し
て
い
る
点
で
あ
る
｡
歌
学
の
方
法
論
で
感

動
し
た
'
古
典
に
準
拠
し
た
帰
納
的
な
'
文
献
学
的
な
方
法
論
を
京
都
遊
学
中
に
発
見
し
'
終
生
そ
の
態
度
を
失
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

京
都
遊
学
の
中
頃
ま
で
は
畢
世
の
仕
事
が
何
に
な
る
か
は
ま
だ
決
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
た
だ
漠
然
と
し
た
古
代
に
対
す
る
興

味
だ
け
は
有
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
｡
先
に
掲
げ
た
宝
暦
二
年
の
記
録
な
ど
か
ら
す
れ
ば
'
古
代
の
歌
集

『万
葉
集
』
に
対
す
る
興
味
も
､

宣
長
の
古
代
研
究
'
『古
事
記
』
の
研
究
へ
と
'
研
究
対
象
を
決
め
て
ゆ
-

一
里
塚
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
｡
た
だ
し
京
都
遊
学
中
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は
ま
だ
研
究
対
象
を
し
っ
か
り
と
決
め
て
い
た
よ
う
で
は
な
い
｡

宣
長
の

『賓
暦
二
年
以
後
購
求
謄
買
書
籍
』
に
よ
れ
ば
､
宝
暦
四
年
九
月
二
十
八
日
に
は

F
日
本
紀
』
を
十
三
匁
で
購
入
し
'
宝
暦
六
年

七
月
に
は

『
旧
事
記
』
と

『古
事
記
』
を
十
匁
二
分
で
'
ま
た
同
年
十
月
に
は

『万
葉
集
』
を
州
五
匁
を
購
入
し
て
い
る
｡
ま
た
'
宝
暦
六

注
八

年
七
月
二
十
六
日
に
は
掘
景
山
よ
り
'
景
山
所
蔵
の

『
日
本
書
紀
』
を
ゆ
ず
り
受
け
て
い
る
と
い

う

｡
以
上
は
宣
長
の
い
う
所
の

｢道
の
学

問
｣

･
｢古
学
｣
あ
る
い
は

｢天
照
大
御
神
の
道
｣
と

『宇
比
山
踏
』
で
示
す
と
こ
ろ
の
学
問
に
､
読
む
べ
き
も
の
と
し
て
掲
げ
て
い
る
書

物
で
あ
る
｡

こ
の
他
宣
長
は
歌
学
に
関
す
る
も
の
､
あ
る
い
は
物
語
等
と
'
幅
広
-
購
入
し
て
い
る
の
で
'

一
概
に
古
学
を
目
指
し
た
と
も
小
え
な
い
o

た
だ
し
古
学
に
対
す
る
志
向
は
強
か
･つ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

四
､
帰
郷
と
真
淵

･
研
究
対
象
の
確
定

こ
の
研
究
対
象
を
模
索
し
て
い
た
宣
長
の
目
前
に
あ
ら
わ
れ
た
の
が
'
賀
茂
真
淵
で
あ
る
｡

ノ

宣
長
三
十
あ
ま
り
な
り
し
ほ
ど
'
嚇
居

大

人
の
を
L
へ
号
っ
け
給
は
り
そ
め
し
こ
ろ
よ
り
'
古
事
記
の
注
梓
を
働
せ
む
の
こ
～

ろ
ざ

一ヽ
フ_'

し
有
て
'
そ
の
こ
と
う
L
に
も
き
こ
え
け
る
に
､
さ
と
し
給
へ
り
L
や
う
は
'
わ
れ
も
も
と
よ
り
'
神
の
御
典
を
と
か
む
と
思
ふ
心
ざ

へ

し
あ
る
を
'
そ
は
ま
づ
か
ら
ご
～
ろ
を
清
く
は
な
れ
て
'
古
の
ま
こ
と
の
意
を
た
づ
ね
え
づ
は
あ
る
べ
か
ら
ず
'
然
る
に
そ
の
い
に
L

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
､
高
菜
を
よ
く
明
ら
む
る
に
こ
そ
あ

れ
､
さ
る
故
に
､
吾
は
ま
づ
も
は
ら
高
菜
を
あ
き
ら
め
ん
と
す
る
程
に
､
す
で
に
年
老
て
t
の
こ
り
の
よ
は
ひ
､
今
い
く
ぱ
く
も
あ
ら

ざ
れ
ば
､
神
の
御
ふ
み
を
と
く
ま
で
に
い
た
る
こ
と
を
え
ざ
る
を
'
い
ま
L
は
年
さ
か
り
に
て
､
行
さ
き
長
け
れ
ば
'
今
よ
り
お
こ
た

る
こ
と
な
-
､
い
そ
し
み
学
び
な
ば
'
其
心
ざ
L
と
ぐ
る
こ
と
有
べ
し
､

(
er謂

絹
針
roAJ,蓑
fJ)
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と
記
し
て
い
る
の
を
見
る
と
､
真
淵
に
師
事
し
始
め
た
頃
よ
り

『古
事
記
』
の
注
釈
を
志
し
て
い
た
｡
宣
長
が
直
接
真
淵
に
出
会
う
の
は
､

宝
暦
十
三
年

(
一
七
六
三
)

･
宣
長
三
十
四
歳
の
時
の
'
五
月
二
十
五
日
の
こ
と
で
あ
る
｡
そ
の
時
の
事
を
宣
長
は
日
記
に
､

廿
五
日
曇
天
.
〇
嶺
松
院
合
也
｡
○
岡
部
衛
士
嘗
所
新
上
屋

1
宿
｡
始
封
面
ス｡

(Mr糾
詔

諸

本
)

と
､
手
短
に
簡
潔
に
記
し
て
い
る
｡
宣
長
は
そ
の
年
の
う
ち
に
､
村
田
伝
蔵
の
仲
介
を
も
っ
て
願
門
の
門
人
と
な
る
こ
と
を
許
可
さ
れ
た
｡

そ
の
こ
と
は
､
宝
暦
十
三
年
十
二
月
二
十
八
日
の
日
記
に
､

廿
八
日
朝
曇
雨
天
｡
○
去
五
月
江
戸
岡
部
衛
士
賀
茂
願
主
真
淵
嘗
所

一
宿
之
節
始
封
面
｡
其
後
状
通
入
門
｡
今
日
有
二許
諾
之
返
事
㌔

(d
lr顎

讐

讐

)

と
､
書
状
を
も
っ
て
入
門
を
願
い
'
許
可
さ
れ
た
と
記
す
｡
こ
れ
は
そ
の
労
を
と
っ
て
-
れ
た
村
田
伝
蔵
か
ら
の
手
紙
で
知
る
の
で
あ
る
｡

先
達
而
は
御
状
披
レ下
候
虞
'
其
潮
iQ
少
々
取
込
候
義
有
レ之
'
貴
報
も
不
二中
上
へ

背
二本
意
一候
｡
然
者
'
其
節
被
二伸
聞
-候
岡
部
氏

御
入
門
之
儀
､
中
人
候
虞
'
爾
門
弟
に
可
レ
披
レ
致
旨
披
レ
申
候
間
'
佐
様
思
召
可
レ披
レ下
候
｡
束
情
之
義
は
'
此
方
に
而
取
斗
､
退
候

様
披
二仰
遣
lt
委
細
承
知
仕
候
｡
就
レ
夫
先
生
之
入
門
之
誓
約
道
中
候
細
事
に
御
座
候
｡

依
レ
之
寛
解
二御
目
l申
候
｡
御
認
御
下
可
レ
披
レ

成
候
｡
特
又
､
岡
部
氏
よ
り
之
書
状
壷
封
御
届
申
候
｡
御
落
手
可
レ披
レ下
候
｡
衷
情
入
用
書
付
､
追
而
夢

衰
登
l可
レ
申
候
｡
先
は
右

70

之
段
得
二貴
意
一度
､
早
々
如
レ
是
御
座
候
｡
猶
期
二後
音
之
時
一候
｡
恐
憧
謹
言
｡

十
二
月
十
六
日

本
居
春
奄
様

村
田
侍
蔵

(dF如
遣

読

本
)

そ
し
て
翌
宝
暦
十
四
年

(
7
七
六
四
)
正
月
に
真
淵
に
入
門
の
誓
紙
を
出
し
て
い
る
｡
ま
た
真
淵
の
方
も
こ
の
本
居
宣
長
の
こ
と
を
印
象
探

-
感
じ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
｡

嘗
所
に
本
居
舜
庵
と
中
腎
師
と
尾
張
屋
太
右
衛
門
と
中
老
掛
二御
目
一度
と
中
人
候
而
'
右
両
人
来
り
候
｡
舜
庵
は
学
才
も
有
者
に
而
'



其
後
半
年
ば
か
り
過
候
而
門
弟
入
い
た
し
'
於
レ
今
文
通
仕
候
｡

(
和
確

讃

戯
評

勤
雄
琴

碓

砺

)

と
'
後
年
に
至
っ
て
手
記
に
留
め
る
程
'
印
象
深
か
っ
た
と
言
え
よ
う
｡

宣
長
が
真
淵
を
知
っ
た
の
は
'
そ
の
著

『冠
辞
考
』
を
見
せ
て
も
ら
っ
た
か
ら
で
あ
る
｡
『玉
勝
間
』
に
'

国
に
か
へ
り
た
り
し
こ
ろ
､
江
戸
よ
り
の
ぼ
れ
り
し
人
の
､
近
さ
こ
ろ
出
た
り
と
て
､
冠
辞
考
と
い
ふ
物
を
見
せ
た
る
に
ぞ
､
賭
居
大

人
の
御
名
を
も
'
初
め
て
し
り
け
る
､

(舘
韓
謂

｣)

と
､
宝
暦
七
年
に
江
戸
か
ら
来
た
人
物
に
近
刊
の
書
物
だ
と
言
っ
て
見
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
｡
よ
程
現
物
が
欲
し
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
'
宝

江
九

暦
十
二
年
二
月
に
三
十
六
匁
五
分
で
購
入
し
て
い

る

｡

宣
長
が
帰
郷
し
て
医
者
を
開
業
し
た
の
が
､
宝
暦
七
年
の
十
月
六
日
で
あ
る
｡
自
宅
で

『源
氏
物
語
』
を
開
講
し
た
の
が
翌
年
の
六
月
か

ら
で
あ
る
｡
宣
長
は
こ
の
頃
の
こ
と
を
､
『家
の
む
か
し
物
語
』
の
中
で

｢も
は
ら
皇
朝
の
ま
な
び
に
心
を
い
れ
て
､
よ
る
ひ
る
と
い
は
ず

い
そ
し
み
つ
と
め
｣
て
い
た
と
記
す
｡
そ
し
て

『玉
勝
間
』
の
中
で
述
べ
て
い
る
如
-

｢冠
辞
考
を
得
て
､
か
へ
す
く

よ
み
あ
ぢ
は
ふ
ほ

ど
に
､
い
よ
く

心
ざ
し
ふ
か
-
｣
な
っ
て
い
っ
た
｡
そ
し
て

『万
葉
集
』
の
講
座
を
開
-
の
が
'
宝
暦
十

一
年

(
一
七
六

一
)
五
月
二
十

四
日
で
あ
る
｡
『冠
辞
考
』
を
読
ん
で
ま
る
三
年
以
上
を
経
過
し
て
い
る
｡
こ
の

『源
氏
物
語
』
と

『万
葉
集
』
の
開
講
は
相
当
の
強
い
決

意
の
も
と
で
行
な
わ
れ
た
ら
し
-
､
共
に
寛
政
七
年

(
一
七
九
五
)
､
宣
長
六
十
六
歳
に
至
る
ま
で
､
四
回
目
と
三
回
目
の
途
中
ま
で
継
続

し
て
行
な
わ
れ
て
い
る
｡
『万
葉
集
』
の
講
義
は
安
永
三
年

(
一
七
七
四
)
か
ら
四
年
の
十
月
ま
で
は

『古
今
集
』
の
講
義
を
入
れ
て
'
第

二
回
目
の
講
演
は
少
し
時
間
を
お
い
て
い
る
が
'
こ
の
他
は
ず
っ
と
定
日
に
行
な
っ
て
い
る
｡
こ
の
決
意
の
固
か
っ
た
こ
と
は
､
『万
葉
集
』

71

開
講
の
日
の
日
記
に
よ
く
記
さ
れ
て
い
る
｡
そ
れ
は

廿
四
日
高
菜
集
開
講
.
先
レ
是
枕
草
子
講
レ之
｡
雄
レ未
レ終
レ之
中
廟
而
講
二高
菜
一以
二
四
之
日
一歩

1定
日
一.

(NT如
器

読

本
)



と
記
す
如
く
'
『枕
草
子
』
の
講
義
を
中
断
廃
止
し
て

『万
葉
集
』
に
切
り
換
え
て
い
る
の
で
あ
る
｡
宣
長
が
こ
の
よ
う
に
講
演
し
た
も
の

を
途
中
で
廃
止
し
た
と
い
う
の
は
'
こ
れ
以
外
に
は
な
-
､
並
み
並
み
な
ら
ぬ
宣
長
の
決
意
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
で
あ
ろ
う
｡
『古
事
記
』

の
注
釈
へ
む
か
っ
て
の
準
備
を
始
め
た
と
も
考
え
ら
れ
る
｡

宝
暦
十

一
年
と
い
う
年
は
､
-
り
返
し
に
な
る
が
初
め
て

『冠
辞
考
』
に
接
し
て
か
ら
四
年
目
､
F古
事
記
伝
』
に
と
り
か
か
る
ま
で
あ

と
三
年
'
丁
度
中
間
点
と
も
い
う
べ
き
頃
で
あ
る
｡

五
㌧
『古
事
記
伝
』

の
起
稿
開
始

宣
長
が

『古
事
記
伝
』
の
稿
を
起
し
た
の
は
'
『古
事
記
伝
』
二
之
巻
の

｢和
銅
四
年
九
月
十
八
日
｣
の
箇
所
の
解
説
の
最
後
に
'

モト

★
r]

ソレ
エラ
パ

記
の

本

を

起

し

賜
ひ
し
天
武
天
皇
の
元
年
､
申
ノ年
な
り
L
に
'
其
撰
錬
れ
し
元
明
天
皇
の
和
銅
元
年
も
申
ノ年
な
り
t
か
-
て
お
は
け

丁ラ
ハ
ハジ

ヒ
ソカ
丁ヤ

な
-
宣
長
此
侍
を
著
し
初
む
る
今
の
大
御
代
の
明
和
元
年
L
も
'
又
申
ノ年
に
あ
た
れ
る
こ
と
な
む
'
病
に
奇
し
み
思
ふ
､

(
鮎

憎

鷲

)

と
､
『古
事
記
伝
』
の
起
稿
開
始
を
明
和
元
年

(
一
七
六
四
)'
中
の
年
で
あ
る
と
記
す
｡
そ
し
て

『古
事
記
』
撰
録
の
発
端
と
な
っ
た
天
武

天
皇
の
元
年
が
中
の
年
で
あ
り
'
『古
事
記
』
が
奏
上
さ
れ
た
元
明
天
皇
の
和
銅
元
年
も
中
の
年
と
い
う
､
偶
然
が
重
な
っ
て
い
る
｡
宣
長

は
こ
の
中
の
年
が
重
な
る
と
い
う
偶
然
を

｢縞
に
奇
し
｣
ん
で
い
る
と
記
す
｡
こ
こ
に
記
し
て
は
い
な
い
が
､
宿
か
に
そ
の
偶
然
を
奇
し
む

の
な
ら
ば
'
宣
長
の
上
京
し
た
宝
暦
二
年
も
中
の
年
で
あ
っ
た
｡
そ
れ
も

『古
事
記
』
撰
録
の
発
端
と
な
っ
た
天
武
天
皇
の
元
年
が

｢壬
申
｣

の
年
で
あ
り
､
宣
長
が
古
学
に
志
す
発
端
と
な
っ
た
'
掘
景
山
へ
の
入
門
､
契
沖
の
研
究
方
法
に
接
し
た
も
の

｢壬
申
｣
の
年
で
あ
っ
た
｡

｢奇
し
き
こ
と
｣
を
神
の
な
せ
る
業
と
考
え
て
い
た
宣
長
に
と
っ
て
は
'
『古
事
記
伝
』
の
起
稿
を
是
が
非
で
も
中
の
年
に
合
せ
よ
う
と
急
い

だ
の
か
も
知
れ
な
い
｡
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こ
の
年
の
正
月
に
は
真
淵
に
入
門
の
誓
紙
を
呈
L
t
｢神
代
紀
｣
の
講
義
を
始
め
て
い
る
｡
前
年
の
十
二
月
二
十
八
日
に
真
淵
へ
の
入
門

が
許
可
さ
れ
た
の
を
知
り
､
喜
び
に
満
ち
あ
ふ
れ
て
誓
紙
を
口王
出
し
た
の
が
中
の
年
の
正
月
で
あ
る
｡
宣
長
は
神
の
導
き
を
奇
し
ん
だ
の
か

も
し
れ
な
い
｡
で
あ
る
か
ら
こ
そ
決
意
も
新
た
に

｢神
代
紀
｣
を
開
講
し
､
『古
事
記
伝
』
に
着
手
し
た
の
で
あ
ろ
う
｡
こ
の

｢神
代
紀
｣

の
開
講
は
八
の
日
を
定
日
と
し
て
､
以
後
三
回
に
亘
っ
て
く
り
返
さ
れ
る
.
ま
た
こ
の
年
'
宣
長
は
所
有
の
寛
永
版
本
を
渡
会
廷
任
の

『塩

頭
古
事
記
』
を
使
っ
て
'
校
合
し
て
い
る
の
で
あ
る
.
晩
年
の
寛
政
十
年
六
月
十
七
日
付
の
荒
木
田
久
老
に
送
っ
た
書
簡
に

｢明
和
四
AQ書

荘
十

は
じ
め
､
州
二
年
に
し
て
終
申
候
｣
と
あ
る
の
を
も
っ
て
'
『古
事
記
伝
』
の
本
当
の
起
稿
は
明
和
四
年
で
あ

る

と
い
う
の
は
ど
う
か
と
思

わ
れ
る
｡
何
の
準
備
期
間
も
な
く
､
い
き
な
り
書
き
始
め
る
こ
と
は
い
く
ら
宣
長
と
い
え
ど
も
無
理
で
あ
ろ
う
｡
浄
書
を
す
る
に
も
'
何
段

階
も
の
下
書
'
試
行
錯
誤
の
期
間
を
経
て
完
成
原
稿
は
成
る
も
の
で
は
な
い
か
｡
『古
事
記
』
研
究
に
決
意
も
新
た
に
取
り
組
ん
だ
の
が
明

和
元
年
だ
と
す
れ
ば
､
F古
事
記
伝
』
の
下
書
に
着
手
し
た
の
も
こ
の
年
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

明
和
元
年
に
開
講
し
た

｢神
代
紀
｣
は
'
約

一
年
か
け
て
'
十

一
月
十
八
日
に
終
了
し
て
い
る
｡
明
和
二
年
の
時
は
何
ヶ
月
か
け
た
か
明

確
で
は
な
い
が
'
明
和
三
年
に
開
講
し
た
も
の
は
三
月
十
日
に
終
っ
て
い
る
｡
第

一
回
目
の
講
義
に
は
相
当
な
時
間
を
費
し
て
い
る
の
が
わ

か
る
｡
多
-
の
試
行
錯
誤
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
『万
葉
集
』
の
講
義
に
は
､
先
学
の
契
沖
の

『代
匠
記
』
や
'
真
淵
の

『
冠
辞
考
』
と

い
う
'
宣
長
が
師
と
仰
ぐ
人
々
の
著
書
が
あ
っ
た
｡
し
か
し
な
が
ら

『古
事
記
』
に
は
全
く
､
宣
長
が
参
考
と
す
る
様
な
も
の
は
無
か
っ
た
｡

『古
事
記
』
の
研
究
は
宣
長
自
身
が
道
を
拓
い
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
『
日
本
書
紀
』
に
し
た
と
こ
ろ
で
'
谷
川
士
清
の

『
日
本
書
紀
通
謹
』
が
刊
行
さ
れ
'
宣
長
も
宝
暦
五
年

(
一
七
五
五
)
に
読
み
､
そ
の
中
の
倭
語
通
昔
図
に
強
-
興
味
を
引
く
も
の
が
あ
っ

た
よ
う
だ
が
､
所
詮
宣
長
の
満
足
ゆ
-
も
の
で
は
な
か
っ
た
｡
そ
れ
は
垂
加
流
の
唐
心
を
も
っ
て
書
か
れ
て
い
た
の
で
'
宣
長
の
満
足
す
る

も
の
で
は
な
か
っ
た
｡
宣
長
に
と
っ
て
谷
川
土
樽
は
'
垂
加
流
の
唐
心
を
基
盤
と
し
た
'
古
い
タ
イ
プ
の
､
宣
長
自
身
に
と
っ
て
は
否
定
す

べ
き
立
場
の
学
者
で
あ
っ
た
｡
宣
長
に
と
っ
て

『古
事
記
』
の
研
究
は
､
全
-
白
紙
の
状
態
か
ら
始
め
ね
ば
な
ら
な
か
た
の
で
あ
る
｡
そ
の
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為
に
も
ま
ず
は
古
言
の
解
明
が
必
要
で
あ
る
と
宣
長
は
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
は
次
の
'

語
意
を
可
遣
所
に
書
罵
埼
明
か
ね
候
へ
ば
近
日
あ
と
よ
り
可
逆
候
古
言
梯
の
み
遣
候

(
[譜

露

頒
㌢

)

と
'
明
和
元
年
九
月
十
三
日
付
け
の
､
宣
長
宛
の
真
淵
の
書
簡
で
明
ら
か
で
あ
る
.
古
言
の
研
究
の
為
'
真
淵
の

『語
意
考
』
と

『重
点
巴

の
披
見
を
宣
長
は
師
に
対
し
て
求
め
た
の
で
あ
ろ
う
｡
そ
の
返
事
で
あ
る
｡

ま
た
明
和
二
年
に
は
'
妻
の
実
父
で
谷
川
士
清
と
交
流
の
あ
っ
た
草
深
玄
弘
を
介
し
て
'
谷
川
士
清
に
書
簡
を
送
り
､
士
清
の

『
日
本
書

紀
通
謹
』
･
F和
訓
莱
』
の
研
究
態
度
を
､
垂
加
流
で
儒
学
に
影
響
を
受
け
て
い
る
と
難
じ
､
陰
陽
五
行
説
を
空
理
で
あ
る
と
説
-
の
で
あ
る
｡

士
清
の
意
見
を
聴
す
る
こ
と
に
よ
り
､
古
学
の
弱
点
を
補
お
う
と
考
え
て
'
あ
え
て
難
じ
た
書
簡
を
送
り
'
士
清
の
反
応
を
見
た
の
か
も
知

れ
な
い
｡
あ
る
い
は

『古
事
記
』
序
文
の
冒
頭
t
.｢乾
坤
初
分
､
参
神
作
二造
化
之
首
一㌧
陰
陽
斯
開
'
二
重
夢

]群
品
之
祖
一.｣
あ
た
り
を
意

識
し
､
儒
者
の
意
見
を
聴
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
｡
ま
た
そ
こ
で
､

庶
後
益
求
二古
言
1桐
相
好
レ
源
窺
二讃
古
事
記
日
本
紀
]日
夜
不
レ傾
｡
久
而
熟
レ之
通
二暁
古
言
一別
古
典
之
旨
亦
明
夫

(中
略
)
瞥
見
下
目

本
紀
考
謹
中
解
二重

1E
J者
上
則
亦
皆
自
二
理
学
文
字
上
義

来
者
而
大
非
二吾
重

1芝

意
由

｡

(聖
l噸
車

集

)

と
'
士
清
に
八
月
に
書
簡
を
書
き
送
っ
て
い
る
の
を
見
れ
ば
'
日
夜
'
記

･
紀
を
読
み
､
古
言
に
通
暁
し
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
宣
長
の
姿

が
'
あ
り
あ
り
と
浮
か
ん
で
く
る
｡
『古
事
記
』
の
訓
み
を
考
え
る
に
あ
た
り
'
こ
の
年
に
は
宣
長
は
真
淵
に
対
し
て

『
万
葉
集
』
に
つ
い

て
の
質
問
を
し
た
り
'
真
淵
が
書
き
入
れ
を
し
た

『古
事
記
』
の
借
覧
を
頼
っ
て
い
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
真
淵
は
､

古
事
記
之
事
秘
借
と
い
ふ
に
は
あ
ら
ね
ど
小
子
本
は
自
二先
年
丁騒
忙
中
に
さ
ま
ノ
＼
書
或
は
抹
滅
多
候
て
他
見
に
は
桝
が
た
-
候
ま
ゝ

春
中
得
二少
閑
.候
而
其
粉
乳
を
白
粉
も
て
ぬ
り
明
め
候
て
後
可
レ
遣
候
先
万
葉
を
御
出
情
可
レ披
レ成
-1候
o

(撃

窮
針
転

i
+41鮎
i)

と
,
明
和
二
B
･.d
師
走
に
,
冒

事
記
』
の
借
覧
を
断
り
､
『万
葉
集
』
の
研
究
に
精
を
出
す
よ
う
に
と
宣
長
に
い
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
.

真
淵
も

『古
事
記
』
の
訓
み
に
は
苦
労
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
｡
宣
長
の
求
め
に
応
じ
て
借
覧
に
可
の
返
事
を
し
た
た
め
た
の
が
'
明
和
四
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年
十

一
月
十
八
日
で
あ
る
｡
ほ
ぼ
二
年
を
要
し
た
の
で
あ
る
｡

一
古
事
記
之
事
致
承
知
候
併
拙
本
は
先
年
よ
り
種
々
書
ち
ら
し
い
ま
だ
非
を
も
抹
去
を
も
不
致
候
へ
ば
遣
候
而
却
而
御
不
審
多
く
可
有

候
問
門
人
之
本
を
か
り
候
て
可
遣
候
也
其
中
に
訓
之
方
を
専
ら
と
し
て
傍
に
所
々
字
を
付
た
る
も
有
之
候
の
其
本
を
先
か
り
候
て
可
道

と
も
存
候
此
訓
の
数
度
合
讃
い
た
し
候
事
也
先
本
文
を
よ
く
訓
候
て
後
意
は
考
有
べ
き
事
な
れ
ば
也
世
上
之
神
代
糟
は
皆
本
文
は
傍
に

て
自
己
工
夫
を
そ
の
所
へ
強
て
加
ふ
る
故
に
不
通
事
の
み
多
き
也
右
本
之
近
日
出
し
進
可
申
候
左
様
御
心
得
可
成
候

(語

頭

｣｢T
)

と
'
真
淵
は
初
め
て

『古
事
記
』
の
訓
読
の
1
端
を
宣
長
に
示
し
て
-
れ
る
の
で
あ
る
.
た
だ
し
そ
れ
は
門
弟
の
講
義
ノ
ー
ト
と
で
も
い
う

も
の
で
､
真
淵
の
所
有
し
て
い
た

『古
事
記
』
そ
の
も
の
で
は
な
い
.
ま
た
こ
の
手
紙
の
中
で
､
真
淵
な
門
下
生
の
藤
原
宇
万
伎
せ
紹
介
し
'

宇
万
伎
が

｢古
学
｣
で
も
っ
て

『古
事
記
』
の
神
代
巻
の
研
究
を
し
て
い
る
か
ら
'
書
簡
を
送
り
彼
の
説
を
聞
い
て
み
て
は
と
ア
ド
バ
イ
ス

し
て
い
る
｡

宣
長
が
真
淵
所
有
の

『古
事
記
』
を
借
り
出
す
こ
と
が
で
き
た
の
は
'
明
和
五
年
三
月
の
こ
と
で
あ
る
｡

古
事
記
私
本
可
入
御
覧
御
諸
侯
虞
去
春
以
来
遠
国
門
人
来
候
而
日
夜
に
合
談
候
故
延
々
秋
来
終
候
を
初
冬
之
頃
書
笈
中
あ
さ
れ
ど
見
え

ず
此
書
は
惣
て
他
へ
不
出
候
を
左
右
不
見
候
へ
ば
延
引
に
候
依
之
最
前
合
讃
以
後
福
島
長
民
と
い
ふ
人
其
訓
を
の
み
記
置
候
を
か
り
候

て
此
度
遣
候
文
字
無
之
て
は
所
々
不
審
も
可
有
之
候
へ
ど
も
此
人
大
か
た
は
心
得
候
て
傾
字
に
し
る
し
侍
れ
ば
本
書
と
よ
く
よ
み
合
せ

ら
れ
な
ば
却
て
本
字
な
き
も
よ
き
事
も
可
有
之
候
ま
ま
先
遣
候
此
長
民
中
巻
の
合
の
時
は
京
に
上
候
て
不
記
末
之
巻
は
記
し
た
り
中
巻

下
巻
は
私
本
有
之
候
ま
ま
向
来
此
初
巻
御
返
の
上
に
て
可
遣
候
私
本
は
初
学
の
時
よ
り
訓
義
等
書
入
候
へ
ば
誤
事
も
多
く
そ
れ
な
が
ら

御
見
せ
候
て
は
惑
可
有
之
事
故
閑
ご
と
に
改
め
置
候
て
可
遣
候
万

一
紛
失
之
事
情
候
而
申
と
や
お
ば
さ
ん
然
ら
ば
中
巻
以
下
有
と
ふ
べ

か
ら
ず
上
巻
の
み
を
秘
す
べ
き
よ
し
な
け
れ
ば
其
意
御
承
知
あ
れ
か
し

(責

報

｣｢M
)

こ
こ
に
至
っ
て
や
っ
と
真
淵
所
有
の
､
訓
み
や
頭
注
等
を
書
き
入
れ
た

『古
事
記
』
を
借
り
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る

(同
書
簡
に
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｢古
事
記
此
本
頭
に
少
々
注
有
之
候
｣
と
記
す
)0

余
程
う
れ
し
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
宣
長
は

『玉
勝
間
』
｢お
の
れ
あ
が
た
ゐ
の
大
人
の
教
え
を
う
け
L
や
う
｣
の
中
で
詳
し
く

さ
て
古
事
記
の
注
樺
を
物
せ
ん
の
心
ざ
し
深
さ
事
を
申
せ
し
に
よ
り
て
､
そ
の
上
っ
巻
を
を
ば
､
考
へ
給
へ
る
盲
言
を
も
て
､
侶
字
が

さ
に
し
給
へ
る
を
も
'
か
し
給
ひ
'
又
中
ッ巻
下
ッ巻
は
､
か
た
は
ら
の
訓
を
改
め
'
所
々
書
手入
レな
ど
を
も
､
て
づ
か
ら
給
へ
る
本
を

も
'
か
し
給
へ
り
き
'
古
事
記
侍
に
'
師
の
説
と
て
引
た
る
は
'
多
く
其
本
に
あ
る
事
ど
も
也
､

と
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
宣
長
は
真
淵
自
筆
の
書
き
入
れ
の
あ
る

『古
事
記
』
の
訓
'
お
よ
び
注
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
､
明
和
五

年
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

宣
長
は
真
淵
よ
り

『古
事
記
』
注
釈
の
為
の
基
礎
作
業
と
し
て
'
『万
葉
集
』'
『祝
詞
』
'
『宣
命
』
等
を
よ
く
読
ん
で
'
古
言
に
ま
ず
通

暁
す
る
よ
う
に
と
教
え
諭
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
こ
の
間
､
真
淵
は
自
分
の
著
作
で
あ
る

『語
意
考
』
や

『古
言
梯
』

･
『
祝
詞
考
』

を
宣
長
の
求
め
に
応
じ
て
貸
し
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

宣
長
が
明
和
元
年
に
決
意
も
新
た
に

『古
事
記
伝
』
を
起
稿
し
た
が
､
そ
れ
は
た
ぶ
ん
暗
中
模
索
､
手
探
り
の
状
態
で
は
な
か
っ
た
か
と

思
わ
れ
る
｡
F古
事
記
』
の
表
記
は
全
て
漢
字
が
使
わ
れ
て
い
る
が
､
そ
の
使
い
方
が
非
常
に
複
雑
で
あ
る
と
い
え
る
｡
即
ち
､
純
粋
な
漢

文
体
の
部
分
が
あ
る
か
と
思
え
ば
､

一
字

一
昔
表
記
の
部
分
も
あ
る
｡
そ
れ
が
無
秩
序
な
状
態
で
並
ん
で
い
る
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
｡

｢天
｣
を

｢
ア
メ
｣
と
訓
む
の
か

｢
ア
マ
｣
と
訓
む
の
か
｡
あ
る
い
は

｢
テ
ン
｣
な
の
か

｢
テ
｣
な
の
か
｡
ど
の
箇
所
の

｢天
｣
は

｢
ア
マ
｣

と
よ
び
'
又
ど
の
部
分
は

｢
ア
メ
｣
と
呼
ぶ
の
か
｡
解
答
に
窮
す
る
部
分
が
非
常
に
多
か
っ
た
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
｡

さ
て
古
の
道
は
'
二
典
の
神
代
上
代
の
事
跡
の
う
へ
に
備
は
り
た
れ
ば
'
古
言
古
歌
を
よ
-
得
て
'
こ
れ
を
見
る
と
き
は
'
其
道
の
意
'

マサ
､
､
､
､
'

お
の
づ
か
ら
明
ら
か
な
り
､
(中
略
)
古
事
記
は
'
古
侍
説
の
ま
～

に
記
さ
れ
て
は
あ
れ
ど
も
､
な
は
漢
文
な
れ
ば
､
正

し

く
古
言
を

し

る
べき
こと
は
,
高
菜

には及ばず,

(鰐詑
誕

&tJ
)Jr#)
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と
記
す
の
は
､
ま
さ
に
宣
長
の
本
心
か
ら
出
た
述
懐
で
あ
る

(傍
点
筆
者
)｡
『古
事
記
』
の
中
の
漢
字
の
一
文
字
ご
と
の
訓
み
を
決
定
し
て

ゆ
く
の
は
､
筆
舌
に
尽
く
し
難
い
苦
労
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
｡

第
二
節
で
述
べ
た
よ
う
に
､
r古
事
記
山
は

F
日
本
書
紀
Jl
や

r万
葉
集
』
と
異
な
り
､
研
究
の
蓄
積
が
ほ
と
ん
ど
皆
無
と
い
っ
て
よ
い

状
態
で
あ
っ
た
｡
宣
長
に
と
っ
て
は
'
試
行
錯
誤
を
加
え
て
一
つ
一
つ
訓
み
下
し
て
み
た
も
の
の
､
そ
の
訓
み
方
が
正
し
い
の
か
否
か
'
誰

れ
も
答
え
て
く
れ
な
い
の
で
あ
る
｡
｢古
事
記
』
の
訓
み
を
決
め
て
ゆ
-
に
は
'
宣
長
の
訓
み
を
写
し
て
く
れ
る
鏡
と
で
も
言
う
べ
き
も
の

が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
O
そ
れ
が
ま
さ
に
'
真
淵
の

F.古
事
記
L
の
訓
み
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
｡

六
､
『古
事
記
伝
』
巻

1
-
四
の
完
成

明
和
元
年

(
一
七
六
四
)
壬
中
の
年
に
決
意
も
新
た
に

『古
事
記
｣
の
注
釈
を
志
し
'
三
年
五
ケ
月
の
歳
月
が
流
れ
た
｡
最
初
の
浄
書
本

と
し
て
明
和
四
年

(
一
七
六
七
)
五
月
に
完
成
し
た
の
が
'
｢古
事
記
伝
｣
の
巻
三
'
そ
れ
は

『古
事
記
』
の
本
文
の
冒
頭
部
分
で
あ
っ
た
｡

旺
十
二

引
き
続
き
巻
四
が
約

一
ケ
月
半
後
の
'
六
月
下
旬
に
浄
書
を
終
え
て
い
る
｡

こ
の
間
の
努
力
と
心
苦
を
物
語
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
明
和
四
年

十

一
月
十
八
日
付
け
の
真
淵
の
書
簡
が
あ
る
｡
そ
こ
に
は
'

其
後
之
轡
不
に
口
侯
へ
ば
御
眼
病
之
由
其
も
衛
全
復
と
の
御
事
珍
重
仕
候

(
[鮒
器

珊
諾

j)

と
､
宣
長
の
眼
病
が
全
復
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
こ
と
は
宣
長
が
如
何
に

『古
事
記
伝
』
の
研
究
に
精
力
を
注
い
で
い
た
か
を
'

如
実
に
物
語
る
も
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
次
の
巻
が
脱
稿
す
む
の
は
､
四
年
後
の
明
和
八
年

(
1
七
七

1
)
十
月
の
巻

1
､
線
論
に
当
る
部
分

で
あ
る
.
こ
れ
以
降
'
宣
長
は

r古
事
記
山
上
巻
に
該
当
す
る
部
分
t
r古
事
記
伝
]
巻
十
七
ま
で
を
浄
書
し
終
る
の
に
六
年
間
を
か
け
る

の
で
あ
る
｡
巻
十
七
の
浄
書
が
終
わ
る
の
が
安
永
七
年

(
l
七
七
八
)
閏
七
月
の
こ
と
で
あ
る
｡
年
平
均
二
冊
強
の
ペ
ー
ス
で
あ
る
.

明
和
元
年
に
起
稿
し
て
へ
最
初
の
浄
書
原
稿
が
完
成
す
る
の
に
三
年
半
｡
真
淵
の

F古
事
記
』
の
訓
の
書
き
入
れ
本
を
入
手
し
た
り
し
て
､
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次
の
原
稿
が
浄
書
さ
れ
る
の
に
約
四
年
強
の
時
間
を
割
い
て
い
る
｡
『古
事
記
伝
』
巻

一
の
'
総
論
に
あ
た
る
部
分
が
浄
書
さ
れ
る
ま
で
に

約
八
年
近
い
年
月
が
費
や
さ
れ
て
い
る
｡
大
変
に
厳
し
い
道
程
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
0
『
古
事
記
伝
』
の
出
版
準
備
は
天
明
五
年

(
一
七
八
五
)
頃
か
ら
始
め
ら
れ
'
最
初
の
坂
下
の
で
き
あ
が
る
の
が
､
天
明
七
年

(
一
七
八
七
)
四
月
の

『古
事
記
伝
』
巻
十
八
で
､
そ

れ
以
降
続
々
と
坂
下
が
完
成
し
'
校
合
を
く
り
返
し
て
'
寛
政
二
年

(
一
七
九
〇
)
九
月
に

『古
事
記
伝
』
巻

一
～
五
ま
で
の
最
初
の
売
本

が
で
き
上
る
の
で
あ
る
｡

明
和
四
年
に
1
応
'
『古
事
記
伝
』
の
巻
三
･
四
の
二
冊
の
浄
書
を
終
え
て
い
る
が
､
宣
長
は
こ
れ
で
巻
三
･
四
の
部
分
の
研
究
を
止
め

て
い
る
の
で
は
な
い
｡

一
応
浄
書
は
し
て
み
た
も
の
の
､
こ
の
後
何
度
も
推
稿
を
く
り
返
し
'
加
筆
訂
正
L
t
書
き
直
し
て
い
る
｡
こ
の
こ

と
は
谷
川
士
清
に
あ
て
た
手
紙
に
よ
っ
て
判
明
す
る
｡
そ
れ
に
は
'

古
事
記
を
と
け
る
物
､

一
ま
き
見
給
へ
る
よ
し
'

一
日
の
御
物
語
に
う
け
給
は
り
き
｡
こ
れ
は
､
い
ま
だ
よ
く
も
と
ゝ

の
へ
ず
'
た
ゞ

一
わ
た
り
考
へ
こ
～
ろ
み
て
､
思
ひ
う
る
ま
～
に
ま
づ
か
さ
つ
け
お
き
し
を
'
よ
そ
な
ら
ぬ

一
人
二
人
に
'
ひ
そ
か
に
見
せ
つ
る
を
'

い
か
に
し
て
見
給
ひ
つ
る
か
に
､
い
と
′
ト

い
ぶ
か
し
-
な
ん
｡

(
無

鞘
詫

鴫
謂

増

融
)

と
､
そ
し
て
同
じ
書
簡
に

｢か
の
注
梓
は
猶
い
く
度
も
く

か
へ
さ
ひ
定
め
て
後
こ
そ
､
人
に
も
見
せ
奉
る
ぺ
け
れ
｡

ま
だ

し

き

程

に

は

い

か
で
も
の
し
侍
ら
ん
｡
さ
き
に
'
か
た
は
し
見
給
ひ
し
だ
に
'
心
な
ら
ず
思
い
侍
る
を
｣
と
記
し
､
ま
だ
ま
だ
書
き
直
し
が
必
要
だ
と
言
っ

て
い
る
｡
宣
長
は

『古
事
記
伝
』
の
四
巻
ま
で
は
'
そ
れ
は
何
度
も
手
を
入
れ
書
き
直
し
て
い
る
よ
う
だ
｡
こ
の
こ
と
は
'
安
永
三
年

(
一

七
七
四
)

一
月
十
八
日
付
け
の
谷
川
士
清
か
ら
の
手
紙
に
も

｢古
事
記
樽
四
等
御
終
業
候
は
ゞ
拝
借
仕
度
候
｣
と
言
っ
て
き
て
い
る
の
を
見

て
も
明
ら
か
で
あ
る
｡

宣
長
は

『古
事
記
伝
』
の
巻
五
以
降
は
'
浄
書
が
完
成
す
る
と
気
軽
に
士
清
に
見
せ
'
彼
の
批
判
を
迄
う
が
､
巻
四
ま
で
は
非
常
に
ガ
ー

ド
が
固
い
の
で
あ
る
｡
明
和
八
年

(
一
七
七

一
)
十

一
月
二
日
の
士
清
宛
の
手
紙
に
は
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こ
は
五
の
巻
､
ち
か
さ
ほ
ど
に
か
き
を
へ
り
侍
り
て
君
に
見
せ
奉
ら
ん
｡
そ
を
､
や
が
て
か
し
こ
へ
も
見
せ
て
ん
と
思
ひ
侍
る
｡
四
の

巻
迄
は
'
此
程
は
な
ち
が
た
き
事
侍
る
故
に
か
-
な
ん
｡

(
G
ri
脈
確

)

と
､
ま
た
安
永
二
年

(
一
七
七
三
)
十

一
月
七
日
の
士
清
か
ら
宣
長
へ
宛
て
た
書
簡
に
は
､

古
事
記
侍
七
御
成
業
に
就
夢

1御
見
l被
下
'
班
々
精
確
之
高
論
共
と
奉
レ存
候
｡
可
レ
質

1
解
之
随
説
も
無
二
御
座
l候
へ
共

1
二
以
二
切

紙
画

面
恵
一候
｡
御
笑
置
可
レ
披
レ
下
候
｡

銃
糾
詔

議

J

巻
七
あ
た
り
は
浄
書
が
終
る
と
早
々
に
､

士
清
に
見
せ
'
そ
の
意
見
を
聴
し
て
い
る
｡
宣
長
は

『古
事
記
伝
』
の
巻
五
以
降
に
つ
い
て
は
､

か
な
り
の
自
信
が
あ
っ
た
も
の
と
思
え
る
｡

宣
長
が
自
分
の
手
元
に
置
い
て
'
士
清
に
も
見
せ
な
か
っ
た
巻

一
は
'
ま
さ
に
本
居
宣
長
の

『古
事
記
』
論
で
あ
り
'
『古
事
記
』
研
究

の
精
神
的
基
盤
､
宣
長
の
言
挙
の
部
分
で
あ
る
｡
こ
の

『直
毘
霊
』
の
部
分
は
､
ま
さ
に
宣
長
の

｢天
照
大
御
神
の
道
｣
'
古
道
論
な
の
で

あ
る
.
巻
二
は

『古
事
記
1
の
序
文
と
系
図
'
巻
三
は

F古
事
記
Jl
本
文
の
冒
頭
､
｢天
地
初
発
｣
の
段
以
降
､
巻
四
は

｢
伊
邪
那
岐
命
の

硬
｣
の
段
ま
で
で
あ
る
｡

宣
長
に
と
っ
て
は
巻
四
ま
で
は
'
『古
事
記
』
の
単
な
る
注
釈
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
｡
彼
の
畢
生
の
仕
事
の
総
仕
上
げ
の
部
分

に
当
り
'
浄
書
し
て
み
た
も
の
の
満
足
の
い
く
部
分
で
は
な
か
っ
た
｡
ま
だ
充
分
に
宣
長
の
中
で
も
煮
つ
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い

か
｡
試
作
品
の
状
態
で
は
士
清
に
見
せ
る
の
は
た
め
ら
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
巻
四
ま
で
は
本
当
に
何
度
も
何
度
も
手
を
い
れ
て
い
る
｡

巻
三
･
四
と
い
う
明
和
四
年

(
1
七
六
七
)
六
月
ま
で
に
1
応
浄
書
し
た
部
分
は
'
寛
政
二
年

(
1
七
九
〇
)
九
月
に
出
版
さ
れ
た
も
の

と
は
大
い
に
違
う
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
｡
先
述
し
た
様
に
､
宣
長
が
真
淵
の
書
き
入
れ
本
を
手
に
し
た
の
が
明
和
五
年
三
月
で

あ
る

(明
和
四
年
十

1
月
に
は
真
淵
の
講
義
を
記
し
た
門
弟
の
も
の
を
借
り
出
す
こ
と
が
で
き
た
)
.
宣
長
は
こ
の
巻
三
と
四
の
部
分
に
､

｢
さ
て
又
師
説
に
は
｣
と
か

｢師
の
説
に
て
は
｣､
｢師
は
此
を
用
ひ
て
ナ
シ
､
テ
と
訓
れ
き
｣'
｢師
は
宇
倍
那
理
と
よ
ま
れ
き
｣
等
と
'
真
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淵
の
説
あ
る
い
は
訓
読
法
を
多
数
引
用
し
て
い
る
｡
と
す
れ
ば
'
浄
書
後
に
少
な
-
と
も

一
回
'
多
け
れ
ば
二
回
書
き
込
み
を
し
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
.
ま
た
巻
四
に
は

｢虞
福
寺
の
本
に
は
以
烏
と
あ
り
｣
と
'
真
福
寺
と
の
校
合
の
あ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
｡
宣
長
が

F真
福
寺

本
古
事
記
｣
を
見
た
の
は
'
天
明
七
年

(
1
七
八
七
)
四
月
頃
で
あ
る
｡
こ
れ
は
真
福
寺
に
伝
来
し
た
そ
の
も
の
で
は
な
く
､
天
明
六
年
に

尾
張
藩
主
に
よ
っ
て

F真
福
寺
古
事
記
』
の
書
写
を
命
ぜ
ら
れ
た
人
物
が
､
密
か
に
別
に
一
本
写
し
て
お
い
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
｡
巻
四

の
坂
下
が
で
き
た
の
が
天
明
七
年
の
七
月
で
あ
る
｡
巻
三
の
坂
下
が
六
月
に
完
成
し
て
い
る
の
で
､
ま
さ
に
坂
下
作
成
直
前
に

『真
福
寺
本

古
事
記
』
と
の
校
合
を
行
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
さ
ら
に
'
巻
三
に

｢此
稀
の
事
は
'
伝
十
三
の
八
の
葉
に
云
う
べ
し
｣
'
ま
た
巻
四
に

は

｢伝
十
の
六
十
七
葉
｣
等
と
記
さ
れ
た
部
分
が
あ
る
｡
こ
の
事
は
'
『古
事
記
伝
』
の
巻
十
三
㌧
あ
る
い
は
巻
十
の
坂
下
が
完
成
し
て
い

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

F古
事
記
伝
』
の
巻
三
の
坂
下
を
名
古
屋
の
本
屋
へ
送
っ
た
の
が
'
天
明
七
年

(
一
七
八
七
)
十
二
月
'
巻
十
三
の
坂
下
の
完
成
が
寛
政

元
年

(
一
七
八
九
)｡
巻
四
の
坂
下
を
本
屋
に
送
っ
た
の
が
寛
政
元
年
四
月
､
巻
十
の
板
下
の
完
成
が
同
年
五
月
で
あ
る
｡
と
す
れ
ば
'
巻

三
や
四
の
坂
下
を
記
す
時
に
､
す
で
に
巻
十
三
や
十
の
坂
下
の
下
書
が
完
成
し
て
い
た
か
ら
'
指
示
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
｡
あ
る
い
は
ま

た
'
名
古
屋
の
書
樺
に
坂
下
を
渡
し
た
後
'
巻
十
三
や
十
の
坂
下
が
完
成
し
た
の
で
､
わ
ざ
わ
ざ
書
き
加
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
｡
後
者
で

あ
れ
ば
大
変
な
執
念
で
あ
る
｡

F古
事
記
伝
』
の
巻
五
以
下
も

F真
福
寺
本
古
事
記
』
と
の
校
合
を
加
え
て
い
る
L
t
校
正
刷
り
の
時
に
手
を
い
れ
た
の
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
る
部
分
あ
る
｡
即
ち
そ
れ
は
'
巻
五
以
下
に
し
ば
し
ば

｢お
ひ
っ
ぎ
の
考
｣
と
い
う
も
の
が
入
っ
て
い
る
｡
こ
れ
は
校
正
刷
り
の

後
の
加
筆
で
は
な
か
っ
た
の
か
｡
板
下
作
成
中
の
時
点
と
す
れ
ば
､
何
も

｢お
ひ
っ
ぎ
の
考
｣
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
｡

次
に
巻

一
･
二
の
成
立
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
｡
巻

一
の
浄
書
が
完
成
し
た
の
は
明
和
八
年

二

七
七

一
)
十
月
九
日
で
あ
る
｡
大
久
保

正
氏
は

『本
居
宣
長
全
集
』
免
甜
)
巻
十
四
の
解
題
の
中
で
､
『古
事
記
伝
』
の
巻

1
･
二
に
あ
た
る

F古
事
記
雑
考
』
'
『道
云
事
之
論
』
､
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『直
霊
』
に
つ
い
て
述
べ
る
｡
『古
事
記
雑
考
』
は
'
そ
の
中
の
文
体

(仮
名
遣
い
)
の
不
統

一
に
よ
り
､
明
和
四
年

(
一
七
六
七
)
以
前
に

既
に
脱
稿
し
て
い
た
｡
刊
本
の

『古
事
記
伝
』
巻

一
所
収
の

『直
毘
霊
』
の
成
稿
は
明
和
八
年
十
月
九
日
と
記
さ
れ
て
い
る
が
'
こ
れ
は

『直
霊
』
の
成
稿
し
た
日
､
即
ち
明
和
八
年
十
月
九
日
を
襲
っ
た
も
の
で
あ
る
｡
刊
本
の

『直
毘
霊
』
は
､
こ
の

『直
霊
』
に
更
に
推
敵
を

加
え
た
も
の
で
あ
る
｡
宣
長
が
安
永
三
年

(
一
七
七
四
)
十
月
十
六
日
か
ら
十

一
月
三
十
日
に
か
け
て
門
弟
を
集
め
て
講
義
し
た
も
の
は

｢直
宝
』
で
あ
っ
た
と
い
う
｡

｢
ナ
ホ
ビ
ノ
ミ
タ
マ
｣
即
ち
､
『直
霊
』
と

『直
民
芸
』
は
､
項
目
の
順
序
が
異
な
る
箇
所
も
あ
り
'
改
訂
さ
れ
た
部
分
も
あ
る
｡
宣
長

が
自
宅
で

『直
霊
』
を
講
義
し
た
こ
と
は
､
安
永
二
年

(
1
七
七
三
)
十

1
月
の
谷
川
士
清
の
求
め
に
応
じ
た
風
も
な
い
の
と

1
見
矛
盾
す

る
よ
う
に
も
見
え
る
｡
だ
が
そ
う
で
は
な
い
｡
『古
事
記
伝
』
巻

一
の

｢
ナ
ホ
ビ
ノ
-
タ
マ
｣
は
本
居
宣
長
の
古
道
論
を
示
し
た
も
の
で
､

宣
長
の
古
学
研
究
が
到
達
し
た
窮
極
の
書
で
あ
り
'
ま
さ
に
本
居
宣
長
そ
の
も
の
と
称
し
て
よ
い
も
の
で
あ
る
｡
で
あ
る
か
ら
こ
そ

｢直
毘

霊
論
争
｣
が
お
き
る
の
で
あ
る
｡
祖
来
学
派
の
市
川
匡
麿
が
宣
長
の
弟
子
か
ら
借
り
た

｢
ナ
ホ
ビ
ノ
ミ
タ
マ
｣
の
道
の
論
を
'
独
善
的
で
狂

信
的
だ
と

『末
賀
能
比
連
』
を
記
し
､
安
永
九
年

(
一
七
八
〇
)
九
月
に
宣
長
に
伝
え
た
｡
そ
れ
を
読
ん
だ
宣
長
は
わ
ず
か
二
ケ
月
後
の
'

同
年
十

一
月
二
十
二
日
に
反
論
の
書

『-
ず
花
』
を
記
す
の
で
あ
る
｡

宣
長
が
こ
の
よ
う
に
素
早
い
反
論
を
行
な
う
の
は
､
｢
ナ
ホ
ビ
ノ
ミ
タ
マ
｣
が
ま
さ
に

『古
事
記
伝
』
執
筆
の
動
機
'
根
幹
に
か
か
わ
る

も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
｡
そ
れ
は
ま
さ
に
宣
長
の
古
学

･
古
道
論
の
根
幹
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
｡

宣
長
は
士
清
の
求
め
に
応
じ
て
'
『古
事
記
伝
』
の
巻
五
以
降
の
よ
う
に
､
気
軽
に
巻
四
以
前
を
士
清
に
貸
し
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
の
で
あ
る
｡
何
度
も
推
敵
を
く
り
返
し
'
手
直
し
を
L
t
充
分
に
納
得
が
ゆ
-
も
の
で
な
け
れ
ば
､
い
-
ら
宣
長
と
士
清
の
仲
が
気
の
お

け
な
い
間
柄
で
あ
っ
た
と
し
て
も
'
貸
し
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
｡
ま
し
て
士
清
は
儒
学
に
な
じ
ん
だ
'
古
い
タ
イ
プ
の
垂

加
神
道
の
学
者
で
あ
る
O
客
観
的
な
文
献
を
駆
使
し
帰
納
的
に
論
じ
る
こ
と
の
で
き
る

『古
事
記
』
本
文
の
部
分
と
'
主
観
的
な
自
己
の
信
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念
思
想
信
条
を
述
べ
た
古
道
論

｢
ナ
ホ
ビ
ノ
ミ
タ
マ
｣
を
含
む
部
分
の
違
い
は
明
ら
か
で
あ
る
｡
宣
長
に
す
れ
ば
､
客
観
的
な
部
分
に
お
い

て
は
士
清
の
批
判
に
対
し
て
充
分
に
答
え
る
自
信
が
あ
っ
た
し
､
士
清
の
賛
同
も
得
ら
れ
る
自
信
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
｡
だ
が
主
観
的
な
古

道
論
に
な
れ
ば
'
士
清
の
賛
意
を
得
る
の
は
難
し
い
こ
と
は
明
確
に
自
覚
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
｡

安
永
三
年
に
板
木
に
し
て
二
十
七
枚
強
の
僅
か
な
部
分
を
'
門
弟
を
前
に
し
て
十
三
回
に
わ
け
て
講
義
し
た
の
は
t
F古
事
記
伝
』
の
開

板
を
ひ
か
え
'
そ
の
必
要
性
を
強
-
感
じ
た
か
ら
で
あ
る
｡
｢
ナ
ホ
ビ
ノ
･､､タ
マ
｣
は
ま
さ
に
'
宣
長
の
到
達
し
た
古
学
に
対
す
る
論
､
古

道
論
で
あ
る
｡
そ
れ
を
聞
い
た
門
弟
の
反
応
を
観
察
す
れ
ば
'
｢
ナ
ホ
ビ
ノ
､,､タ
マ
｣
の
弱
点
や
疑
問
点
'
あ
る
い
は
よ
り
よ
い
論
じ
方
が

見
え
て
く
る
｡
『古
事
記
伝
』
が
出
版
さ
れ
れ
ば
'
当
然
古
学
者
以
外
の
､
儒
者
や
仏
教
者
の
側
の
人
々
'
学
に
志
す
人
々
等
'
多
く
の
人
々

の
目
に
触
れ
る
｡
反
論
も
当
然
予
想
さ
れ
る
｡
ま
た
学
に
志
す
人
々
の
啓
蒙
書
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
古
道
論
を
多
-
の
人
々
に
理
解

さ
れ
な
け
れ
ば

『古
事
記
伝
』
出
版
の
意
義
は
半
減
す
る
の
で
あ
る
｡

で
あ
る
か
ら
こ
そ
､
門
弟
の
前
で
講
義
を
L
t
よ
り
よ
い
も
の
を
期
し
'
そ
の
後
推
散
を
重
ね
'
手
を
加
え
た
の
で
あ
ろ
う
｡
宣
長
の
古

学
に
対
す
る
執
念
が
み
え
る
の
で
あ
る
｡
ま
た
安
永
三
年
と
い
う
の
は

『古
事
記
伝
』
の
浄
書
が
軌
道
に
乗
っ
た
年
な
の
で
あ
る
｡
本
居
宣

長
は
心
身
共
に
充
実
し
て
い
た
の
で
あ
る
｡
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註

1

巻
二
の
90
番
歌
に
F古
事
記
』
の
軽
太
子
と
衣
通
王
の
段
で
歌
わ
れ
た

｢後
亦
不
レ堪
二様
心慕
1而
'
追
往
時
へ
歌
日
'

岐
美
賀
由
岐

気
那
賀
久
那
理
奴

夜
麻
多
豆
能

牟
加
閏
蓑
由
加
牟

蹄
都
爾
汝
麻
多
士

豊

艶

鞄
g
J
と
い
う
歌
を
採
択
し
､
詞
書
と

左
往
に
r古
事
記
｣
と
記
さ
れ
て
い
る
｡
90
番
歌
に
は
次
の
よ
う
に

古
事
記
日
'
軽
太
子
肝
1軽
太
郎
女
一｡
故
'
其
太
子
流
l於
伊
稜
蕩
l也
｡
此
時
､
衣
通
王
'
不
レ堪
.]思
慕
l而
追
往
時
歌
日

君
之
行

気
長
久
成
奴

山
多
豆
乃
.
迎
乎
婿
往

待
命
者
不
待

盛
r製

罵

'



註

二

註註註註註註註註

≡四五六七..＼lHu
九十

右

一
首
歌
'
古
事
記
与
･1頬
衆
歌
林
所
説
不
レ
同
.
歌
主
亦
異
蔦
.
因
]検
日
本
紀
一日
-
･･･3

と

r古
事
記
Lt
r輯
衆
歌
林
Lt
r
日
本
書
紀
｣
の

書
名
が
と
記
さ
れ
て
い
る
｡
ま
た
巻
十
三

の
26
番
歌

(木
梨
軽
太
子
の
歌
)
も

F古
事
記
｣
の
歌

3

を
記
し
､
そ
の
左
注
に

｢検

舌
事
記
l日
'
件
歌
者
､
木
梨
軽
太
子
自
死
之
時
所
レ
作
者
也
｡｣

と
'｢古
事
記
｣
と
い
う
文
字
が
記
さ
れ
て
い
る
｡

r
日
本
紀
私
記
Jl
と
い
わ
れ
t
H
養
老
五
年

(七
二
1
)
私
記
'
3I
弘
仁
四
年

(人

二
二
)
私
記
､
臼
承
和
六
年

(八
三
九
)
私
記
'
榊
元
慶
二

年

(八
七
八
)
田
延
菖
四
年

(九
〇
四
)
私
記
'
内
承
平
六
年

(九
三
六
)
私
記
'
肘
康
保
二
年

(九
六
五
)
私
記
の
七
種
の

r
私
記
L
が
わ
か
っ

て
い
る
｡

F
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
J
(岩
波
書
店
)t
r神
道
辞
典
L
(堀
書
店
)'
清
原
貞
雄
著

r園
学
費
達
史
』
(昭
和
二
年

･
大
鐙
閣
)
等
参
照
O

久
松
潜

1
｢古
事
記
研
究
史
序
説
｣
(r古
事
記
大
成
)
(昭
和
三
十

1
年
'
平
凡
社
)

r校
本
古
事
記
Jl
(昭
和
四
十
年
'
続
群
書
頬
従
完
成
会
)
｢解
説
篇
｣､
r
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
｣
等
参
照
｡

石
井
庄
司

｢古
事
記
伝
に
投
影
せ
る
契
沖
の
国
学
｣
(｢古
事
記
伝
の
研
究
｣
皇
国
文
学
二
輯
)

芳
賀
登

r本
居
青
首艮
-
近
世
国
学
の
成
立
-
｣
(昭
和
四
十
七
年

･
清
水
書
院
)
の
中
で
'
宣
長
は
今
井
田
の
養
父
に
し
た
が
っ
て
度
々
参
宮
し
た

り
'
そ
の
垂
加
神
道
の
影
響
を
強
く
受
け
た
と
す
る
｡

r本
居
宣
長
稿
本
全
集
｣
第

1
揖
'
本
居
酒
造
氏
調
査
に
よ
る
｡

r賛
暦
二
年
以
後
購
求
謄
罵
書
籍

附
目
録
｣
に
よ
る
.

倉
野
憲
司

｢古
事
記
伝
』
(岩
波
文
庫

･
解
題
)

『賀
茂
真
淵
全
集
』
(麻
居
書
簡
集
讃
編
)
に
よ
れ
ば
'
明
和
五
年
と
す
る
｡

大
野
晋

r本
居
宣
長
全
集
Il
第
九
巻

(昭
和
四
十
三
年
'
筑
摩
璽
居
)
｢解
題
｣
に
詳
細
な
調
査
表
が
作
ら
れ
て
い
る
｡
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