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石
塚
龍
麿
の
歌
論
研
究
と
古
道
論
　
―
『
万
葉
集
』
を
中
心
と
し
て
―

鈴　

木　

健
多
郎

は
じ
め
に

　

遠
江
国
敷
智
郡
細
田
村
（
現
・
静
岡
県
浜
松
市
）
に
生
ま
れ
た
石
塚
龍
麿
（
明
和
元
～
文
政
六
）
は
、
遠
江
の
国
学
の
発
展
に
大
き
く

寄
与
し
た
人
物
の
一
人
で
あ
る
。
彼
は
天
明
六
年
に
賀
茂
真
淵
の
門
人
で
あ
っ
た
内
山
真
龍
（
元
文
五
～
文
政
四
）
に
、
寛
政
元
年
に
は

本
居
宣
長
（
享
保
一
五
～
享
和
三
）
に
入
門
し
た
。
龍
麿
の
主
な
業
績
と
し
て
は
、古
語
の
清
濁
を
正
す
た
め
に
著
し
た
『
古
言
清
濁
考
』

（
寛
政
六
年
成
、
享
和
元
年
刊
）
や
、
上
代
の
万
葉
仮
名
文
献
に
お
け
る
仮
名
の
使
い
分
け
を
指
摘
し
た
『
仮
字
用
格
奥
山
路
』（
寛
政

一
〇
年
ご
ろ
成
）
と
い
っ
た
上
代
語
の
研
究
、
ま
た
『
万
葉
集
漂
柱
』（
文
化
年
間
ご
ろ
成
）、『
万
葉
集
種
々
考
』（
文
化
一
五
年
四
月

二
一
日
以
前
成
）
な
ど
の
『
万
葉
集
』
の
訓
詁
学
的
研
究
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
龍
麿
に
関
す
る
先
行
研
究
の
多
く
は
、
小
山

正
の
『
石
塚
龍
麿
の
研
究）

（
（

』
に
よ
る
伝
記
的
研
究
の
他
は
、
龍
麿
の
『
万
葉
集
』
研
究
や
上
代
語
研
究
の
特
徴
を
論
じ
る
も
の
が
多
く）

（
（

、
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一
方
で
龍
麿
の
思
想
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
大
久
保
正
に
よ
る
成
果
が
あ
る
も
の
の
、
そ
の
後
は
あ
ま
り
活
発
に
検
討

は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

　

遠
江
に
お
け
る
国
学
は
、
安
永
四
年
に
真
龍
が
宣
長
と
交
流
を
持
っ
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
、
真
龍
を
筆
頭
に
宣
長
の
思
想
が
広
く
浸

透
す
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
の）

（
（

、
遠
江
の
諸
学
者
個
人
の
思
想
に
つ
い
て
は
未
だ
不
鮮
明
な
点
が
多
い
。
筆
者
は
以
前
、
真
龍
が
上
代
仏

教
史
を
論
じ
た
『
仏
度
伝
』（
寛
政
三
年
成
）
に
て
提
示
し
た
神
観
念
が
、
宣
長
の
思
想
の
寄
与
を
多
分
に
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を

明
ら
か
に
し
た
こ
と
が
あ
る
が）

（
（

、
本
論
文
に
お
い
て
龍
麿
の
思
想
や
学
問
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
真
龍
以
降
の
世
代
に
お
け

る
宣
長
の
思
想
の
評
価
の
実
態
、
そ
し
て
遠
江
に
お
け
る
国
学
の
展
開
過
程
を
よ
り
緻
密
に
描
写
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

特
に
本
論
文
で
は
、
龍
麿
の
著
作
『
や
ま
菅
』（
文
化
一
二
年
成
）
を
中
心
に
分
析
し
、
彼
の
古
道
論
の
特
徴
を
解
明
す
る
こ
と
を
目

指
す
。『
や
ま
菅
』
は
龍
麿
が
自
身
の
歌
論
を
提
示
し
た
著
作
で
あ
り
、
漢
籍
や
仏
説
を
典
拠
と
す
る
内
容
や
語
句
が
『
万
葉
集
』
を
は

じ
め
と
す
る
古
代
か
ら
中
世
の
和
歌
に
多
く
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
よ
う
な
外
来
の
思
想
を
和
歌
に
詠
み
込
む
べ
き
で
な

い
旨
を
主
張
し
て
い
る
。
全
部
で
四
一
の
文
章
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
お
り
、
各
文
章
が
ほ
ぼ
独
立
し
て
、
諸
和
歌
へ
の
漢
籍
や
仏
典
に
よ

る
潤
色
を
紹
介
し
て
い
る
。

　
『
や
ま
菅
』
に
つ
い
て
は
、
小
山
の
前
掲
書
や
『
静
岡
県
史
』
資
料
編
一
四
（
静
岡
県
編
刊
、
平
成
元
年
、
以
下
『
県
史
』）
に
お
い
て

概
説
が
な
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
大
久
保
の
『
本
居
宣
長
の
万
葉
学
』
に
お
い
て
も
、「
古
歌
に
詠
ま
れ
た
事
物
、
思
想
中
か
ら
漢
籍
仏
典

に
関
し
た
も
の
を
抄
き
出
し
て
考
証
を
加
へ
、
古
歌
を
詠
む
に
は
我
国
の
古
意
に
か
な
は
な
い
不
純
な
分
子
を
正
し
く
見
分
け
て
之
を
排

除
す
る
心
構
が
必
要
で
あ
る
事
を
説
い
た
随
筆
風
の
論
考
」
で
あ
る
と
そ
の
性
質
が
紹
介
さ
れ
て
お
り）

（
（

、『
や
ま
菅
』
に
お
い
て
龍
麿
に

よ
る
日
本
固
有
の
道
の
存
在
へ
の
言
及
、
す
な
わ
ち
古
道
論
の
存
在
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
本
論
文
で
は
『
や
ま
菅
』
の
記
述
の
検
討
を

通
し
て
、
龍
麿
の
歌
論
の
特
徴
や
古
道
に
関
す
る
言
及
を
提
示
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
指
摘
に
と
ど
ま
ら
ず
龍
麿
の
学
究
姿
勢
の
特
徴
と
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そ
の
背
景
に
つ
い
て
も
考
察
す
る
こ
と
で
、
龍
麿
が
遠
江
の
国
学
の
発
展
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
か
を
明
ら
か

に
す
る
。
な
お
、
本
文
中
に
引
用
し
た
文
献
の
記
述
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
は
通
行
の
字
体
に
改
め
、
振
り
仮
名
も
省
略
し
て
い
る
。

ま
た
、
割
注
は
〔　

〕
で
表
し
、
抹
消
箇
所
は
【　

】
で
示
し
た
う
え
で
訂
正
さ
れ
た
文
字
を
（　

）
で
表
す
と
い
う
よ
う
に
改
め
た
。

改
行
に
つ
い
て
も
／
で
表
記
し
た
箇
所
が
あ
る
。

一
　
石
塚
龍
麿
の
古
道
探
究
の
特
徴

　

本
節
で
は
具
体
的
に
『
や
ま
菅
』
の
記
述
を
紹
介
し
、
そ
こ
に
表
れ
て
い
る
龍
麿
の
歌
謡
研
究
の
姿
勢
を
明
ら
か
に
す
る
。
先
述
の
よ

う
に
、『
や
ま
菅
』
執
筆
の
目
的
は
、『
万
葉
集
』
を
中
心
と
し
た
古
の
和
歌
に
お
い
て
如
何
に
漢
籍
や
仏
説
の
影
響
が
あ
る
か
を
指
摘
す

る
こ
と
に
あ
る
。
例
え
ば
、

万
葉
五
〔
十
一
丁
〕　

琴
を
よ
め
る
歌
に
、
い
か
な

（
マ
マ
）ら

む
日
の
と
き
に
か
も
声
し
ら
む
人
の
ひ
ざ
の
へ
わ
が
ま
く
ら
か
む
、
琴
の
声

を
し
る
と
い
へ
る
は
、
伯
牙
と
云
ひ
し
戎
人
の
古
事
に
よ
れ
る
な
り）

（
（

万
葉
十
六
〔
九
丁
〕　

古
へ
の
か
し
こ
き
人
も
後
世
の
か
た
み
に
せ
む
と
老
人
を
お
く
り
し
車
も
ち
か
へ
り
け
り
、
こ
れ
は
原
穀
と

か
い
ひ
し
漢
人
の
古
事
を
い
へ
る
な
り）

（
（

と
、
そ
れ
ぞ
れ
『
万
葉
集
』
に
採
録
さ
れ
て
い
る
大
伴
旅
人
の
歌
（
巻
五
・
八
一
四（

８
））

が
伯
牙
の
故
事
を
、
同
巻
一
六
の
歌
（
三
八
一
三
）
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が
原
谷
の
故
事
を
踏
ま
え
て
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る）

（
（

。
ま
た
、

わ
か
け
れ
ば
道
ゆ
き
し
ら
じ
ま
ひ
は
せ
む
、
し
た
へ
の
使
お
ひ
て
と
ほ
ら
せ
、
道
は
い
は
ゆ
る
冥
途
の
道
に
て
下
辺
の
使
は
仏
説
に

冥
途
と
使
と
い
ふ
事
の
あ
る
に
よ
れ
る
な
り
、
こ
れ
も
、
同
（
筆
者
注
：『
万
葉
集
』
巻
五
）〔
四
十
丁
〕
に
出
つ）

（1
（

同
（
筆
者
注
：『
万
葉
集
』
巻
五
）〔
四
十
丁
〕　

布
施
お
き
て
わ
れ
は
こ
ひ
の
む
あ
ざ
む
か
ず
た
ゞ
に
ゐ
ゆ
き
て
あ
ま
ぢ
し
ら
し
め
、

ふ
せ
は
仏
に
供
養
る
も
の
を
彼
道
に
て
い
ふ
、
今
も
然
り
、
あ
ま
ぢ
は
六
道
の
中
の
一
つ
に
て
、
天
を
天
道
と
い
ふ
、
是
は
た
仏
道

に
て
い
へ
る
詞
な
り）

（（
（

と
、『
万
葉
集
』
の
二
歌
（
巻
五
・
九
一
〇
、
同
・
九
一
一
）
に
お
い
て
仏
教
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
例
も
挙
げ
て
お
り
、
龍
麿
が
和
歌
を

詠
む
に
あ
た
っ
て
こ
れ
ら
の
潤
色
を
異
質
な
も
の
と
し
て
注
目
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　

こ
の
他
、『
や
ま
菅
』
に
は
、

千
載
集
六　

堀
河
院
の
御
時
百
首
の
歌
奉
け
る
時
よ
め
る
、
匡
房
、
た
か
さ
こ
の
を
の
へ
の
鐘
を
の
音
す
な
り
暁
か
け
て
霜
や
お
く

ら
む
、
山
海
経
に
豊
山
之
鐘
霜
降
而
自
鳴
と
い
へ
る
事
あ
る
に
よ
れ
る
な
り）

（1
（

新
千
載
集
に
、
万
世
に
色
は
か
は
ら
じ
此
君
と
あ
ふ
け
は
高
し
そ
の
ゝ
く
れ
竹
、
と
あ
る
は
、
晋
王
子
猷
と
い
ふ
も
の
ゝ
、
何
可
一

日
无
此
君
邪
、
と
い
へ
る
よ
り
竹
の
異
名
を
此
君
と
い
へ
る
を
と
り
て
也
〔
竹
を
此
君
と
い
ひ
た
る
は
枕
草
紙
に
見
へ
た
る
や
は
し
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め
な
ら
ん）

（1
（

〕

と
、『
千
載
和
歌
集
』（
三
九
八
）
や
『
新
千
載
和
歌
集
』（
二
二
八
八
）
と
い
っ
た
『
万
葉
集
』
以
外
の
歌
集
に
つ
い
て
も
、
そ
の
歌
に

漢
籍
の
潤
色
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
た
だ
、『
や
ま
菅
』
の
全
四
一
項
の
う
ち
、『
万
葉
集
』
に
つ
い
て
言
及
し
て

い
る
の
は
二
三
項
あ
り）

（1
（

、『
万
葉
集
』
が
本
書
に
お
け
る
検
討
の
主
な
対
象
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
『
万
葉
集
』
に
つ
い
て
は
、
師
の
宣
長
も
『
万
葉
集
玉
の
小
琴
』（
安
永
八
年
に
本
巻
、
寛
政
六
年
以
前
に
別
巻
が
そ
れ
ぞ
れ
成
立
、
天

保
九
年
刊
）
を
著
し
て
お
り
、
宣
長
に
よ
る
『
万
葉
集
』
研
究
は
訓
詁
学
的
側
面
が
顕
著
で
あ
っ
た
。
宣
長
が
『
万
葉
集
』
研
究
に
お
い

て
古
語
の
検
討
を
重
要
視
し
て
い
た
理
由
と
し
て
は
、『
う
ひ
山
ぶ
み
』（
寛
政
一
〇
年
成
、
同
一
一
年
刊
）
に
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
古

言
を
し
ら
で
は
、
古
意
は
し
ら
れ
ず
、
古
意
を
し
ら
で
は
、
古
の
道
は
知
が
た
か
る
べ
し）

（1
（

」
と
い
う
真
淵
の
教
え
、
す
な
わ
ち
『
万
葉
集
』

の
「
古
言
」
を
「
古
の
道
」
を
解
明
す
る
階
梯
と
し
て
研
究
す
る
と
い
う
姿
勢
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
う
し
た
宣
長
の
訓
詁
学
的
研
究
を

踏
襲
し
、
龍
麿
は
和
歌
を
「
古
言
」
の
次
の
段
階
で
あ
る
「
古
意
」
を
以
っ
て
分
析
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　

ま
た
、『
や
ま
菅
』
が
『
万
葉
集
』
以
外
の
諸
和
歌
集
に
も
言
及
し
て
い
る
こ
と
か
ら
は
、
龍
麿
が
『
万
葉
集
』
の
捉
え
方
に
と
ど
ま

ら
ず
、
歌
を
詠
む
際
の
心
構
え
そ
の
も
の
を
見
据
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
同
様
に
作
歌
法
を
説
い
た
書
物
と
し
て
、
同
じ
く
宣
長
が

歌
文
に
お
け
る
正
し
い
文
法
や
表
現
方
法
を
教
授
す
る
た
め
に
『
古
今
和
歌
集
』
を
中
心
と
す
る
古
の
歌
を
例
示
し
た
『
玉
あ
ら
れ
』（
寛

政
四
年
刊
）
が
あ
る
が
、
作
歌
の
技
法
を
示
し
た
『
玉
あ
ら
れ
』
を
踏
ま
え
、
作
歌
の
理
念
を
示
す
書
と
し
て
龍
麿
に
よ
り
『
や
ま
菅
』

が
執
筆
さ
れ
た
可
能
性
も
大
い
に
考
え
ら
れ
よ
う
。
龍
麿
は
本
書
の
な
か
で
「
古
へ
風
の
歌
よ
ま
む
に
は
其
心
し
ら
ひ
あ
る
へ
き
こ
と
な

り
」
と
説
い
て
お
り）

（1
（

、『
や
ま
菅
』
は
「
古
へ
風
の
歌
」
を
詠
む
際
に
持
つ
べ
き
信
条
を
教
示
す
る
こ
と
を
目
的
の
ひ
と
つ
と
し
て
作
成

さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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龍
麿
が
和
歌
の
実
作
の
心
構
え
を
強
調
し
て
い
く
に
あ
た
り
、
漢
籍
の
由
来
を
指
摘
す
る
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
龍
麿
自
身
の
世
界
観

が
主
張
さ
れ
て
い
る
箇
所
も
あ
る
。
例
え
ば
『
万
葉
集
』
の
「
春
二
月
諸
大
夫
等
集
左
少
弁
巨
勢
宿
奈
麿
朝
臣
家
宴
歌
一
首
」（
巻
六
・

一
〇
二
一
）
に
つ
い
て
、
龍
麿
は
、

万
葉
六
〔
卅
五
丁
〕
う
な
は
ら
の
と
ほ
き
わ
た
り
を
み
や
ひ
を
の
あ
そ
ふ
を
見
む
と
な
つ
さ
ひ
そ
こ
し
、
右
一
首
書
白
紙
懸
著
屋
壁

也
題
云
蓬
莱
仙
媛
所
嚢
蘰
為
風
流
秀
才
之
士
矣
斯
風
客
不
所
望
見
哉
、
か
く
あ
る
を
お
も
ふ
に
、
一
二
の
句
は
蓬
莱
と
い
ふ
山
は
、

海
を
隔
て
遥
き
処
に
あ
る
意
に
よ
め
り
、
さ
れ
ど
真
に
は
蓬
莱
と
い
ふ
山
も
、
其
山
に
仙
人
と
云
ふ
も
の
も
す
む
事
な
く
、
例
の
空

説
な
る
を
も
さ
と
ら
て
、
婚
式
の
席
に
も
さ
る
も
の
つ
く
り
と
す
な
る
は
、
か
た
は
ら
い
た
き
わ
さ
な
り
か
し
、
い
と
か
し
こ
く
は

あ
れ
と
、
然
る
席
に
は
、
伊
邪
那
岐
伊
邪
那
美
の
大
神
の
御
霊
を
こ
そ
う
つ
し
ま
つ
る
へ
き
も
の
と
お
ほ
ゆ
れ）

（1
（

と
、
蓬
莱
や
仙
人
の
存
在
は
「
空
説
」
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
も
の
を
詠
み
込
む
の
で
あ
れ
ば
む
し
ろ
「
伊
邪
那
岐
伊
邪
那
美
の
大
神
の

御
霊
」
に
代
え
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
ま
た
、『
万
葉
集
』
の
「
内
相
藤
原
朝
臣
秦
之
」（
巻
二
〇
・
四
五
一
一
）
に
つ
い
て
は
、

万
葉
廿
〔
五
十
六
丁
〕　

い
ざ
こ
ど
も
た
□（

は
わ
）□

ざ
な
せ
そ
天
地
の
か
た
め
し
国
ぞ
や
ま
と
し
ま
ね
は
、
天
地
の
か
た
め
し
と
は
、
天

地
陰
陽
に
よ
り
て
か
た
ま
り
た
る
や
ま
と
島
ね
也
と
い
ふ
こ
と
ゝ
聞
ゆ
、
神
の
み
し
わ
ざ
の
奇
妙
に
し
て
、
天
地
の
な
れ
り
と
い
ふ

事
は
、
押
勝
は
し
ら
さ
り
し
な
る
へ
し）

（1
（

と
、
天
地
の
成
立
は
「
天
地
陰
陽
」
で
は
な
く
「
神
の
み
し
わ
ざ
の
奇
妙
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
断
じ
て
い
る
。
こ
う
し
た
龍
麿
の
神
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代
の
絶
対
化
の
意
識
は
、
仏
教
に
対
し
て
も
強
硬
的
な
も
の
と
な
る
。

拾
遺
集
四
に
、
屏
風
の
絵
に
仏
名
の
処
、
能
宜
、
な
き
あ
か
す
霜
と
ゝ
も
に
や
今
朝
は
み
な
冬
の
夜
深
き
つ
み
も
け
ぬ
ら
む
、
延
喜

御
時
の
屏
風
に
、
貫
之
、
年
の
う
ち
に
つ
も
れ
る
つ
み
は
か
き
く
ら
し
ふ
る
白
雪
と
と
も
に
消
な
ん
、
な
ど
見
え
た
り
、
神
代
よ
り

皇
国
に
つ
た
は
り
て
、
罪
と
が
穢
を
清
む
□
と
も
、
た
ふ
と
き
身
そ
き
祓
の
わ
さ
を
は
も
の
せ
て
、
穢
き
仏
の
名
を
唱
へ
て
、
一
年

の
つ
み
消
に
き
な
と
の
ゝ
し
る
は
、
か
た
は
ら
い
［　
　

］
あ
さ
ま
し）

（1
（

（
後
略
）

こ
こ
で
は
『
拾
遺
和
歌
集
』
巻
四
所
載
の
大
中
臣
能
宣
の
歌
（
二
五
七
）
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
禊
や
祓
を
「
神
代
よ
り
皇
国
に
つ

た
は
」
る
「
た
ふ
と
き
」
行
い
で
あ
る
と
す
る
一
方
で
仏
の
名
を
「
穢
」
い
も
の
で
あ
る
と
喝
破
し
、
そ
の
名
を
唱
え
て
罪
を
消
そ
う
と

す
る
行
為
は
極
め
て
嘆
か
わ
し
い
と
評
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
龍
麿
に
よ
る
神
代
の
絶
対
化
に
つ
い
て
は
、『
万
葉
集
』
の
「
天
の
川
」
に
関
す
る
二
歌
（
巻
一
〇
・
二
〇
九
三
、
同
・

二
〇
九
六
）
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

漢
籍
に
い
は
ゆ
る
牽
牛
・
織
女
と
い
ふ
二
つ
の
星
の
、
七
月
七
日
ノ
夜
交
会
と
云
ふ
は
、
漢
人
の
詩
に
作
れ
る
を
、
此
方
に
も
な
ら

ひ
て
、
真
に
天
に
然
る
星
の
あ
る
如
く
心
得
、
万
葉
十
〔
卅
二
丁
〕
に
、
あ
め
つ
ち
の
初
め
の
と
き
ゆ
、
天
の
川
い
む
か
ひ
を
り
て
、

一
年
に
ふ
た
ゝ
ひ
あ
は
ぬ
、
妻
こ
ひ
に
も
の
思
ふ
人
、
天
の
川
や
す
の
川
原
の
、
あ
り
か
よ
ふ
年
の
わ
た
り
に
、
そ
ほ
船
の
と
も
に

も
へ
に
も
、
ふ
な
よ
そ
ひ
ま
か
ぢ
し
ゞ
ぬ
き
、
は
た
す
ゝ
き
本
葉
も
そ
よ
に
、
秋
風
の
吹
来
る
よ
ひ
に
、
天
川
し
ら
波
し
ぬ
ぎ
、
お

ち
た
ぎ
つ
は
や
瀬
わ
た
り
て
、
若
草
の
妻
を
ま
か
む
と
、
大
船
の
思
ひ
た
の
み
て
、
こ
ぎ
く
ら
む
そ
の
妻
の
子
が
、
あ
ら
玉
の
と
し
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の
を
な
が
く
、
思
ひ
こ
し
恋
つ
く
す
ら
む
、
七
月
の
七
日
の
よ
ひ
は
わ
れ
も
か
な
し
も
、
同
〔
卅
三
丁
〕
天
地
と
わ
か
れ
し
時
ゆ
、

久
か
た
の
あ
め
の
し
る
し
と
さ
だ
め
て
し
、
天
の
川
原
に
あ
ら
た
ま
の
、
月
を
か
さ
ね
て
妹
に
あ
ふ
時
を
し
ま
つ
と
□た

ち
ま
つ
に

云
々
、
な
と
彼
天
漢
を
天
之
安
河
、
二
星
を
彦
星
・
棚
機
津
女
と
い
ひ
て
、
神
世
の
む
か
し
よ
り
さ
る
事
あ
り
し
や
う
に
よ
め
る
は
、

い
た
く
非
な
り
、
か
く
て
、
其
虚
説
世
に
偏
く
ひ
ろ
ご
り
て
、
其
夜
と
な
れ
ハ
乞
巧
奠
と
い
ふ
事
公
に
も
も
の
し
給
ひ
世
間
人
も
、

な
べ
て
然
る
わ
ざ
す
な
る
は
、
い
と
う
れ
た
く
、
か
け
ま
く
も
か
し
こ
き
天
照
大
御
神
の
御
衣
織
給
ひ
し
天
棚
機
姫
神
の
御
う
へ
を

も
、
彼
織
女
星
に
思
ひ
混
ふ
る
は
い
と
か
し
こ
く
、
か
つ
は
、
し
れ
た
る
心
の
ほ
と
さ
へ
見
え
し
ら
れ
て
、
あ
さ
ま
し
な
と
い
へ
は

さ
ら
な
り
、お
の
れ
近
き
こ
ろ
、然
る
実
な
ら
ぬ
事
は
と
思
ひ
と
れ
る
よ
り
、此
棚
機
の
た
ぐ
ひ
な
る
事
は
、凡
て
歌
に
よ
ま
ず
、か
ゝ

る
事
も
の
せ
ず
と
て
、
何
の
あ
か
さ
る
こ
と
か
あ
ら
む
、
そ
も
〳
〵
漢
籍
に
ほ
【
こ
】（
と
）
り
ば
め
る
、
誰
か
あ
ち
き
な
き
心
の

す
さ
ひ
よ
り
、
織
女
の
星
を
た
な
は
た
つ
め
と
よ
み
て
、
世
人
を
迷
し
ぬ
ら
む
道
の
心
を
お
も
は
む
人
は
、
よ
く
〳
〵
正
し
て
も
の

す
べ
き
事
な
り）

11
（

龍
麿
は
本
項
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
二
歌
に
つ
い
て
、
漢
籍
に
由
来
す
る
「
天
漢
」
と
牽
牛
・
織
女
と
の
「
二
星
」
が
、
そ
れ
ぞ
れ
「
天
之

安
河
」
と
「
彦
星
・
棚
機
津
女
」
と
同
一
視
さ
れ）

1（
（

、
前
者
が
「
神
世
の
む
か
し
」
以
来
の
こ
と
と
し
て
認
識
さ
れ
て
る
と
い
う
「
虚
説
」

が
世
に
広
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
。
そ
し
て
龍
麿
は
「
近
き
頃
」
に
そ
れ
ら
が
「
実
な
ら
ぬ
事
」
で
あ
る
こ
と
を
悟
り
、
そ
れ

以
降
は
斯
様
な
「
あ
ち
き
な
き
心
の
す
さ
ひ
」
の
排
除
に
努
め
て
歌
を
詠
ん
で
い
る
と
い
う
。
龍
麿
が
「
実
な
ら
ぬ
事
」
を
認
識
し
た
具

体
的
な
契
機
や
時
期
に
つ
い
て
は
言
及
が
な
い
も
の
の
、
寛
政
元
年
の
宣
長
へ
の
入
門
が
重
大
な
転
換
点
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
る
で
あ

ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

　

ま
た
、『
万
葉
集
』
の
讃
酒
歌
（
巻
三
・
三
四
二
、
同
・
三
四
八
、
同
・
三
四
九
、
同
・
三
五
一
）
に
つ
い
て
も
、
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万
葉
三
〔
卅
一
丁
〕
大
伴
卿
讃
酒
歌
に
、
酒
の
名
を
聖
と
お
ほ
せ
し
古
へ
の
大
聖
の
こ
と
の
よ
ろ
し
【
き
】（
さ
）、
こ
れ
は
漢
籍
に
、

彼
国
の
魏
と
い
ひ
し
時
に
、
謂
酒
清
者
為
聖
人
【
謂
】（
濁
）
者
為
賢
人
と
い
ふ
事
の
あ
る
に
よ
り
て
よ
ま
れ
た
る
な
り
、
又
古
へ

の
七
賢
人
と
も
ゝ
ほ
り
せ
し
も
の
は
酒
に
し
あ
る
ら
し
、
是
も
漢
国
の
七
賢
と
か
い
ひ
て
、
さ
か
し
ら
せ
し
も
の
と
も
の
事
に
よ
れ

る
な
り
、
同
〔
卅
一
丁
〕、
価
無
宝
と
□（

い
ふ
）□

と
も
一
つ
き
の
に
こ
れ
る
酒
に
□（

あ
）に

ま
さ
め
や
も
、
夜
光
玉
と
い
ふ
と
も
酒
の
み
て
心

を
や
る
に
あ
□（

に
し
か
め
）

□
□
□
や
も
、
と
あ
る
価
無
宝
も
、
夜
光
玉
も
、
漢
籍
に
も
と
つ
け
る
な
り
、［　
　

］
□（

こ
の
世
）

□
□
に
し
た
ぬ
し
く
あ

ら
ば
来
生
に
は
虫
□に

鳥
に
も
わ
れ
は
な
り
な
む
、
世
来
生
虫
に
鳥
に
な
と
い
へ
る
、
皆
仏
書
の
説
に
よ
れ
る
な
り
、
そ
も
〳
〵
酒
ハ

神
代
よ
り
有
こ
し
物
に
て
、
い
と
貴
く
、
皇
国
の
古
事
に
よ
り
て
よ
ま
む
に
、
こ
と
た
る
へ
き
を
、
外
国
の
さ
か
し
ら
な
る
事
と
も

を
、
あ
な
ぐ
り
も
と
め
て
、
も
の
し
た
る
、
う
る
さ
く
な
む）

11
（

と
、
酒
は
神
代
よ
り
存
在
し
て
い
る
大
変
高
貴
な
も
の
で
、「
皇
国
の
古
事
」
に
則
っ
て
歌
に
詠
む
べ
き
で
あ
り
、
例
示
し
た
二
歌
の
よ

う
に
無
理
に
漢
籍
や
仏
典
の
権
威
を
借
り
る
必
要
は
全
く
な
い
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
神
代
や
皇
国
の
優
位
性
や
神
聖
性
、
あ
る
い
は
真

実
性
が
龍
麿
に
お
い
て
自
明
の
も
の
と
し
て
了
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

さ
ら
に
、『
万
葉
集
』
巻
四
・
巻
一
〇
の
歌
（
六
三
五
・
二
二
〇
六
）
や
、『
古
今
和
歌
集
』（
一
九
四
）
な
ど
に
見
ら
れ
る
「
月
の
中
に

桂
木
の
あ
る
や
う
に
よ
み
な
し
た
る
」
歌
に
つ
い
て
、
龍
麿
は
「
兼
名
苑
と
い
ふ
書
に
、
月
中
有
河
、
河
水
上
有
桂
樹
高
五
百
丈
と
あ
る

よ
し
、
も
の
に
見
え
た
る
、
こ
れ
に
よ
り
て
も
の
し
た
る
也
」
と
、『
兼
名
苑
』
の
記
述
が
典
拠
で
あ
る
と
す
る）

11
（

。
そ
の
う
え
で
次
の
よ

う
な
論
を
展
開
す
る
。

さ
れ
と
こ
は
、
例
の
浮
説
な
る
を
当
時
は
儒
仏
の
道
に
迷
ひ
た
り
し
程
に
し
あ
れ
は
、
誠
と
お
も
ひ
て
よ
み
も
し
け
む
を
、
か
く
め
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て
た
き
御
世
に
生
れ
あ
ひ
て
、
神
代
の
真
の
伝
説
の
、
日
に
そ
へ
て
明
ら
け
く
な
り
も
て
ゆ
き
て
〔
月
は
月
読
命
の
知
食
□
に
し
あ

れ
は
山
川
□
□
も
あ
る
事
、
勿
論
な
れ
と
、
古
伝
説
も
□
き
に
桂
を
の
み
か
く
い
へ
る
は
い
か
ゝ
な
り
〕
な
に
事
を
も
誤
れ
る
を
は

正
す
へ
き
時
節
な
る
を
、
猶
古
へ
人
の
あ
と
に
な
ら
ひ
て
、
正
し
も
あ
へ
ず
よ
む
な
る
は
、
い
か
な
る
非
心
得
そ
も）

11
（

龍
麿
は
神
代
に
ま
つ
わ
る
物
語
を
事
実
、
あ
る
い
は
真
理
と
し
て
捉
え
て
い
た
。
そ
し
て
龍
麿
は
彼
自
身
の
生
き
た
時
代
を
、
そ
う
し
た

神
代
の
真
実
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
「
め
て
た
き
御
世
」
で
あ
る
と
確
信
し
て
い
た
。
こ
の
時
代
認
識
は
、
師
で
あ

る
宣
長
の
『
古
事
記
伝
』
に
代
表
さ
れ
る
、
実
証
性
を
志
向
す
る
注
釈
事
業
の
発
展
を
受
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
斯
様
な
時
代
で

あ
る
が
故
に
、
龍
麿
に
は
「
な
に
事
を
も
誤
れ
る
を
は
正
す
へ
き
時
節
」
と
の
認
識
が
芽
生
え
た
と
い
う
。

　

以
上
、『
や
ま
菅
』
に
表
れ
た
龍
麿
の
歌
論
の
特
徴
や
そ
こ
に
表
れ
た
古
道
へ
の
態
度
を
見
て
き
た
が
、
大
久
保
は
『
本
居
宣
長
の
万

葉
学
』
に
お
い
て
、『
や
ま
菅
』
に
お
け
る
先
述
の
「
天
の
川
」「
桂
木
」「
天
地
陰
陽
」
に
関
す
る
各
記
述
を
紹
介
し
た
う
え
で
、
龍
麿

の
歌
論
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

此
の
や
う
な
龍
麿
の
態
度
が
国
学
に
附
随
し
た
偏
狭
な
古
道
主
義
の
発
露
で
あ
る
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
が
、
所
謂
純
粋
な
る
古

道
の
意
識
に
立
つ
て
奈
良
時
代
の
歌
集
た
る
万
葉
集
を
批
判
的
に
読
ま
う
と
す
る
点
に
、
真
淵
が
歩
ん
だ
万
葉
集
か
ら
古
事
記
へ
の

道
と
異
な
つ
た
一
の
新
し
い
万
葉
集
の
見
方
が
あ
る
。
即
ち
、古
事
記
の
道
に
照
ら
し
て
万
葉
集
を
選
び
読
ま
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
ゝ
に
於
い
て
は
、
万
葉
集
は
真
淵
の
場
合
の
や
う
に
直
に
尚
古
的
理
想
の
具
現
で
あ
り
、
古
の
道
に
通
ず
る
醇
乎
た
る
古
代
精
神

の
脈
動
で
あ
る
と
の
み
は
見
ら
れ
ず
、
古
道
の
純
粋
を
曇
ら
す
儒
仏
の
陰
翳
が
忍
び
よ
り
つ
ゝ
あ
る
事
を
目
ざ
と
く
看
破
し
て
之
を

斥
け
た
時
に
、
始
め
て
古
典
と
し
て
の
真
価
が
顕
然
す
る
も
の
と
考
へ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
龍
麿
の
万
葉
観
が
、
宣
長
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が
古
事
記
の
研
究
に
よ
つ
て
立
て
た
古
道
の
意
識
に
立
脚
し
て
ゐ
る
事
は
明
か
で
あ
ら
う
が
、
固
よ
り
和
歌
を
偏
狭
な
古
道
の
手
段

と
し
た
譏
を
免
れ
な
い
で
あ
ら
う）

11
（

大
久
保
は
龍
麿
の
『
万
葉
集
』
研
究
の
特
徴
に
つ
い
て
、
真
淵
の
よ
う
に
「
直
に
尚
古
的
理
想
の
具
現
」
と
し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
、

宣
長
に
よ
る
『
古
事
記
』
研
究
を
通
し
て
解
明
さ
れ
た
古
道
の
意
識
を
根
拠
と
し
て
、『
万
葉
集
』
を
純
然
た
る
皇
国
の
古
典
と
し
て
受

容
す
る
た
め
の
作
業
を
行
っ
た
の
だ
と
評
す
る
。
そ
し
て
、そ
の
よ
う
な
龍
麿
の
姿
勢
は
「
国
学
に
附
随
し
た
偏
狭
な
古
道
主
義
の
発
露
」

で
あ
る
と
主
張
す
る
。

　

大
久
保
は
『
本
居
宣
長
の
万
葉
学
』
に
お
い
て
、
真
淵
の
『
万
葉
集
』
研
究
に
つ
い
て
「
高
く
直
き
心
」
を
「
古
歌
の
調
を
貫
ぬ
い
て

ゐ
る
本
質
と
し
て
見
出
」
し
、
そ
れ
を
「
古
歌
の
精
神
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
人
間
生
活
に
規
範
的
価
値
を
有
つ
古
代
精
神
」
と
認
識

し
た
こ
と
で
、「
万
葉
主
義
は
単
な
る
作
歌
の
原
理
で
は
無
く
、
思
想
的
原
理
と
し
て
の
復
古
主
義
に
ま
で
発
展
を
遂
げ
た
」
と
評
し
た）

11
（

。

ま
た
同
じ
く
大
久
保
の
『
万
葉
集
の
諸
相
』
で
は
、
真
淵
は
古
語
を
「
万
葉
人
の
生
の
表
現
活
動
と
し
て
理
解
」
し
て
い
た
と
し
、「
自

己
の
生
の
体
験
を
通
じ
て
、主
体
的
に
こ
れ
を
追
体
験
す
る
方
法
を
き
り
ひ
ら
い
た
」
と
激
賞
し
て
い
る）

11
（

。
大
久
保
に
と
っ
て
真
淵
の
『
万

葉
集
』
研
究
は
、「
契
沖
の
客
観
的
・
実
証
的
な
万
葉
研
究
と
、
春
満
の
主
体
的
・
批
判
的
な
万
葉
研
究
を
、
万
葉
集
の
歌
の
内
面
的
理

解
の
深
化
を
通
じ
て
止
揚
し
、
万
葉
集
の
批
評
的
研
究
に
新
生
面
を
ひ
ら
い
た
」
極
め
て
重
要
な
営
み
だ
っ
た
の
で
あ
る）

11
（

。

　

一
方
で
宣
長
の
古
道
研
究
に
つ
い
て
、
大
久
保
は
『
万
葉
の
伝
統
』
に
お
い
て
、
真
淵
が
「
自
己
の
歌
観
を
形
成
す
る
力
と
し
て
万
葉

集
に
対
し
た
」
の
に
比
べ
、
宣
長
は
「
既
に
成
形
化
せ
ら
れ
た
自
己
の
歌
観
を
規
準
と
し
て
万
葉
集
を
眺
め
」
て
お
り
、
そ
の
結
果
「
万

葉
集
に
於
け
る
人
の
道
と
、
記
紀
二
典
に
於
け
る
神
の
道
と
を
対
立
的
な
も
の
と
し
て
考
へ
、
古
道
絶
対
化
の
方
向
に
向
つ
て
、
真
淵
が

万
葉
人
の
心
と
こ
と
ば
と
の
つ
な
が
り
に
於
い
て
古
道
を
考
へ
た
や
う
な
自
由
な
趣
が
稀
薄
と
な
つ
た
点
が
感
ぜ
ら
れ
る
」
と
指
摘
し
、
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「
宣
長
が
道
を
記
紀
二
典
に
固
定
せ
ず
、
も
つ
と
、
広
い
豊
か
な
眼
で
人
生
の
古
典
と
し
て
万
葉
集
を
読
み
味
ふ
事
が
出
来
た
な
ら
ば
、

宣
長
の
古
道
論
が
も
つ
と
幅
の
広
い
人
間
的
な
も
の
と
し
て
発
展
し
得
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
と
考
へ
る
」
と
結
論
づ
け
て
い
る）

11
（

。
ま
た

大
久
保
は
、
真
淵
が
『
万
葉
集
』
を
通
し
て
古
代
の
人
間
の
精
神
の
中
か
ら
古
道
を
理
解
し
よ
う
と
し
た
の
に
対
し
、
宣
長
は
古
道
を
人

間
の
外
部
に
あ
る
客
体
と
し
て
認
識
し
て
い
た
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
「
篤
胤
流
の
神
秘
的
絶
対
的
古
道
観
の
萌
芽
」
に
繋
が
り
、

後
に
『
万
葉
集
』
は
「
人
生
の
古
典
と
し
て
よ
り
も
神
典
と
し
て
固
定
化
さ
れ
、
歪
め
ら
れ
て
行
」
く
こ
と
に
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る）

11
（

。

こ
う
し
た
研
究
姿
勢
に
立
脚
し
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
大
久
保
は
龍
麿
の
研
究
を
「
偏
狭
」
で
あ
る
と
評
価
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

確
か
に
、『
や
ま
菅
』
に
お
け
る
古
道
探
究
の
姿
勢
は
、『
万
葉
集
』
を
中
心
と
す
る
諸
歌
集
か
ら
古
意
古
道
の
淵
源
を
探
ろ
う
と
す
る

も
の
で
は
な
く
、『
古
事
記
』
に
表
れ
た
神
代
に
関
す
る
記
述
を
根
拠
と
し
て
絶
対
的
な
古
道
と
自
明
視
し
、
そ
れ
を
基
準
と
し
て
『
万

葉
集
』
を
は
じ
め
と
す
る
諸
歌
集
の
記
述
を
検
討
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
宣
長
の
姿
勢
に
通
じ
る
。
し
か
し
龍
麿
の
行
為
は
、
神
代

の
記
述
を
中
心
に
据
え
る
と
い
う
宣
長
の
方
法
を
以
っ
て
、真
淵
の
よ
う
に
『
万
葉
集
』
の
中
に
古
道
を
見
出
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
宣
長
の
、
そ
し
て
真
淵
の
研
究
成
果
の
更
新
と
い
う
意
識
に
よ
る
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
龍
麿
の
研
究
方
法
に
つ
い
て
は
、
大

久
保
も
『
本
居
宣
長
の
万
葉
学
』
に
お
い
て
「
真
淵
が
歩
ん
だ
万
葉
集
か
ら
古
事
記
へ
の
道
と
異
な
つ
た
一
の
新
し
い
万
葉
集
の
見
方
」

と
新
た
な
視
点
と
し
て
認
め
て
い
る
の
で
あ
り）

1（
（

、
龍
麿
の
古
道
探
究
の
姿
勢
は
決
し
て
「
偏
狭
」
と
の
み
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、

む
し
ろ
国
学
に
お
け
る
古
道
探
究
の
新
た
な
段
階
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

二
　
龍
麿
の
研
究
姿
勢

　

前
節
で
は
、
宣
長
が
『
古
事
記
』
を
主
な
対
象
と
し
て
取
り
組
ん
だ
古
道
の
探
究
を
、
龍
麿
が
『
万
葉
集
』、
延
い
て
は
詠
歌
そ
の
も
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の
に
応
用
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
し
か
し
龍
麿
は
、
宣
長
に
入
門
す
る
前
に
内
山
真
龍
に
入
門
し
て
い
る
。
真
龍
は
自
身
の

日
記
の
寛
政
八
年
二
月
二
一
日
条
に
お
い
て
、
龍
麿
の
姿
勢
を
次
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
。

矩
慶
（
筆
者
注
：
龍
麿
）
か
清
濁
考
と
名
付
た
る
言
葉
寄
を
四
巻
見
せ
た
る
に
岡
部
翁
に
礼
な
き
書
さ
ま
な
れ
は
岡
部
の
霊
に
代
り

て
其
礼
な
き
事
共
の
う
け
ひ
に
違
へ
る
ふ
し
ふ
し
を
あ
ら
た
め
告
か
く
て
後
日
に
事
た
か
は
は
き
た
な
き
奴
の
数
な
る
べ
し）

11
（

真
龍
は
龍
麿
の
『
古
言
清
濁
考
』
に
つ
い
て
、「
岡
部
翁
に
礼
な
き
書
さ
ま
」
で
あ
る
と
し
て
酷
評
し
て
い
る
。『
古
言
清
濁
考
』
の
詳
細

に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
龍
麿
は
本
書
に
お
い
て
真
淵
が
唱
え
た
古
語
観
と
異
な
る
説
を
提
示
し
て
お
り
、
真
龍
が
如
何
に
真
淵
の
学

説
を
重
視
し
て
い
た
か
が
窺
え
よ
う
。

　

ま
た
、
真
龍
が
自
身
の
門
人
に
提
出
さ
せ
た
入
門
誓
詞
に
も
、
真
淵
へ
の
尊
崇
の
念
が
表
れ
て
い
る
。
龍
麿
が
提
出
し
た
入
門
誓
詞
は

明
ら
か
で
な
い
が
、
天
明
三
年
に
真
龍
に
入
門
し
た
小
国
重
年
（
明
和
三
～
文
政
二
）
の
誓
詞）

11
（

に
は
、

賀
茂
宇
志

廼
教
賜

比
志

／
皇
御
国

廼
上
代

乃
道

遠
己
痛
願
斯
奴
倍
里
故
名
簿

乎
進

良
世
弖

其
道

尓
趣

比
奴

伊
麻
由
後
教
賜

敝
留

言
遂

尓
達

里
弖

許
流

時
尓

志
毛

有
受

波
安
駄
志
人

尓
私
言
／
自
且
宇
志

尓
対

比
弖

伊
耶
無

久
異
之

之
岐

心
乎

思
波
自
都

弖
此
宇
計
非

尓
違

波
婆

言
麻
久
母

恐
伎

／
天
津
神
国
津
神
多

知
知

志
食

奈
毛

穴
畏
／
天
明
三
年

卯
六
月
十
六
日
／
賀
茂
大
人
御
霊
／
内
山
真
龍
大
人

尓
上
／
遠
江
国
周
智
郡
一
之
宮
神
主
／
小
国
千
代

進
／
藤
原
朝
臣
秀
穂
（
花
押
）

と
し
て
、「
皇
御
国
廼
上
代
乃
道
」
が
真
龍
の
師
で
あ
る
真
淵
に
よ
り
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、
文
末
に
は
真
龍
の
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名
の
前
に
「
賀
茂
大
人
御
霊
」
と
記
さ
せ
、
真
龍
の
門
に
入
る
こ
と
は
同
時
に
真
淵
の
一
門
に
も
な
る
と
い
う
こ
と
を
門
人
た
ち
に
自
覚

さ
せ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
右
の
入
門
誓
詞
の
文
章
は
、
真
淵
が
自
身
の
門
人
に
提
出
さ
せ
た
も
の
と
ほ
と
ん
ど
同
一
で
あ
り
、
遠
江
の
国

学
に
お
け
る
偉
大
な
先
人
と
し
て
の
真
淵
に
対
す
る
尊
崇
の
念
、
そ
し
て
真
淵
の
学
問
を
継
承
す
る
者
と
い
う
強
い
意
識
が
真
龍
に
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る）

11
（

。
真
龍
は
宣
長
と
交
流
を
持
っ
て
以
降
、
宣
長
の
学
説
を
援
用
し
て
自
身
の
神
観
念
を
主
張
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
も
の

の）
11
（

、
真
龍
は
宣
長
に
は
入
門
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
も）

11
（

、
真
淵
に
対
す
る
真
龍
の
信
念
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

一
方
で
、龍
麿
に
よ
る
宣
長
の
学
問
方
針
へ
の
評
価
に
つ
い
て
は
、彼
の
『
病
床
漫
録
弁
』（
文
化
五
年
成
）
に
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
。

本
書
の
書
名
に
あ
る
「
病
床
漫
録
」
と
は
、賀
茂
真
淵
の
門
人
で
あ
る
荒
木
田
久
老
（
延
享
三
～
文
化
元
）
が
著
し
た
『
信
濃
漫
録
』（
別

名
『
病
床
漫
録
』、
享
和
元
年
成
、
文
政
四
年
刊
）
を
指
し
て
い
る
。『
信
濃
漫
録
』
は
、『
万
葉
集
』
を
主
な
対
象
と
し
て
語
義
や
語
源

の
考
察
を
施
し
た
書
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
宣
長
の
学
説
へ
の
批
判
も
多
く
確
認
さ
れ
る）

11
（

。
久
老
は
『
信
濃
漫
録
』
成
立
以
前
よ
り
、
宣

長
の
業
績
が
世
に
広
ま
っ
て
い
る
一
方
で
真
淵
の
功
績
が
そ
の
陰
に
隠
れ
て
い
る
こ
と
や
、
宣
長
の
門
弟
が
師
の
学
説
を
無
批
判
に
称
揚

し
て
い
る
こ
と
を
不
服
と
し
て
お
り
、
宣
長
に
対
し
反
発
の
態
度
を
強
め
て
い
た）

11
（

。
ま
た
『
信
濃
漫
録
』
に
は
『
古
言
清
濁
考
』
の
学
説

を
酷
評
し
て
い
る
部
分
も
あ
り
、
龍
麿
は
自
身
と
師
の
宣
長
の
学
説
へ
の
否
定
に
反
論
す
る
た
め
に
『
病
床
漫
録
弁
』
を
執
筆
し
た
。

　

例
え
ば
、
久
老
は
『
信
濃
漫
録
』
の
「
歌
の
風
致
の
論
」
の
章
に
お
い
て
、「
歌
は
一
首
の
風
致
詞
の
し
ら
べ
を
第
一
と
し
て
よ
し
や

あ
し
や
を
論
す
へ
き
を
理
を
先
き
に
し
て
歌
を
評
す
る
は
風
詠
の
趣
を
し
ら
ぬ
ひ
か
言
也）

11
（

」
と
し
て
、
宣
長
が
『
新
古
今
集
美
濃
の
家
づ

と
』（
寛
政
三
年
以
前
成
立
、
同
七
年
刊
）
に
て
主
張
し
た
藤
原
俊
成
と
藤
原
定
家
の
歌
の
解
釈
は
そ
の
歌
の
風
情
を
尊
ん
で
い
な
い
と

指
摘
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、宣
長
が
俊
成
の
「
け
ふ
と
い
へ
ば
も
ろ
こ
し
ま
で
も
ゆ
く
春
を
み
や
こ
に
の
み
と
お
も
ひ
け
る
哉
」（
五
）

に
つ
い
て
、「
立
春
の
歌
に
、
ゆ
く
春
と
は
い
か
ゞ
、
三
月
尽
の
歌
に
も
な
り
ぬ
べ
し
、
こ
れ
ら
も
よ
さ
ま
に
た
す
け
て
い
は
ば
い
ふ
べ

け
れ
ど
、
今
人
の
か
く
よ
み
た
ら
ん
に
は
、
た
れ
か
ゆ
る
さ
ん
、
な
ど
た
つ
春
と
は
よ
ま
れ
ざ
り
け
む）

11
（

」
と
主
張
し
、
ま
た
定
家
の
「
見
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わ
た
せ
ば
花
も
紅
葉
も
な
か
り
け
り
浦
の
と
ま
や
の
秋
の
夕
暮
」（
三
六
三
）
に
つ
い
て
、「
浦
の
苫
屋
の
秋
の
夕
は
、
花
も
紅
葉
も
な
か

る
べ
き
は
、
も
と
よ
り
の
事
な
れ
ば
、
今
さ
ら
、
な
か
り
け
り
と
、
歎
ず
べ
き
に
は
あ
ら
ざ
る
を
や）

1（
（

」
と
論
じ
た
の
に
対
し
、
久
老
は
、

前
者
に
つ
い
て
は
「
実
に
理
は
さ
る
こ
と
な
れ
と
右
の
歌
は
わ
か
東
方
よ
り
た
つ
春
の
彼
土
ま
で
行
及
ふ
意
な
れ
は
こ
の
一
首
の
趣
必
行

春
と
い
は
で
は
え
あ
ら
ぬ
歌
な
り）

11
（

」、
後
者
に
つ
い
て
は
「
な
か
り
け
り
と
つ
よ
く
い
ひ
捨
た
る
所
に
風
致
有
て
浦
の
苫
や
の
さ
ひ
し
さ

も
見
る
か
こ
と
く
身
に
し
み
て
い
と
め
て
た
き
」
歌
に
な
る
と
反
論
し
て
い
る）

11
（

。

　

そ
し
て
、「
宣
長
を
信
ず
る
事
の
甚
し
き
あ
ま
り
、
古
人
を
な
み
せ
る
お
ふ
け
な
き
わ
ざ
な
ら
ず
や
、
宣
長
に
垣
せ
ら
れ
て
、
そ
の
廓

を
出
る
あ
た
は
ざ
る
頑
愚
の
論
い
ふ
に
た
ら
ず）

11
（

」
と
、
宣
長
に
学
ん
だ
者
た
ち
が
古
の
先
人
の
考
え
を
蔑
ろ
に
し
、
宣
長
の
学
説
に
拘
泥

し
て
い
る
と
批
判
を
加
え
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
久
老
の
主
張
に
対
し
、
龍
麿
は
『
病
床
漫
録
弁
』
に
て
反
論
す
る
。
す
な
わ
ち
歌
の
風
情
を
第
一
に
尊
ぶ
べ
き
で
あ
る
と
の

論
に
対
し
て
は
、

歌
は
風
致
を
宗
と
し
て
。
姿
詞
を
選
ぶ
べ
き
事
は
い
ふ
も
さ
ら
也
。
よ
き
歌
の
う
へ
に
い
た
り
て
は
。
露
ば
か
り
も
難
あ
り
て
は
。

所
謂
玉
の
疵
に
て
。
い
と
あ
た
ら
し
き
わ
ざ
に
し
あ
れ
ば
。
か
に
か
く
に
難
な
か
ら
む
こ
そ
よ
か
る
べ
け
れ
。
風
致
は
も
と
よ
り
に

て
。
難
な
き
や
う
に
よ
む
そ
。
我
翁
の
教
に
は
あ
り
け
る）

11
（

と
、歌
の
風
情
を
重
ん
じ
る
の
は
大
前
提
で
あ
り
、そ
の
う
え
で
秀
歌
に
お
い
て
は
少
し
で
も
欠
点
が
あ
る
と
そ
の
良
さ
を
大
き
く
損
な
っ

て
し
ま
う
た
め
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
の
な
い
よ
う
に
「
我
翁
の
教
」
に
則
っ
て
歌
を
詠
む
と
す
る
。
そ
し
て
「
宣
長
に
垣
せ
ら
れ
て
」
い

る
と
の
指
摘
に
つ
い
て
は
、
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さ
て
又
論
者
。
と
も
す
れ
ば
宣
長
に
垣
せ
ら
れ
て
。
そ
の
廓
を
出
る
事
あ
た
は
ざ
る
は
。
愚
也
と
い
へ
る
に
は
論
あ
り
。
我
翁
の
説

と
い
へ
ど
も
。
み
な
が
ら
よ
し
と
い
ふ
に
は
あ
ら
ず
。
百
ち
の
中
に
は
。
考
へ
誤
ら
れ
し
事
も
な
ど
か
な
か
ら
む
。
然
る
を
。
善
悪

の
論
も
な
く
。
ひ
た
ふ
る
に
た
の
み
を
ら
む
は
。
学
問
の
意
に
た
が
ふ
わ
ざ
に
し
あ
れ
ば
。
初
学
の
程
こ
そ
あ
ら
め
。
か
つ
〳
〵
古

へ
の
意
を
も
う
か
か
ふ
ば
か
り
の
学
者
。
心
に
う
べ
な
は
ぬ
事
を
。
誰
か
は
う
け
ひ
く
べ
き
。
説
を
撰
て
と
る
べ
き
事
は
い
ふ
も
さ

ら
也
か
し
。
し
か
は
あ
れ
ど
も
。
学
問
は
よ
く
〳
〵
師
を
撰
ひ
て
す
べ
き
わ
ざ
に
し
あ
れ
ば
。
よ
き
垣
つ
を
い
で
ゝ
。
あ
し
き
流
を

く
む
べ
き
に
あ
ら
ず
。
た
と
ひ
垣
つ
は
出
た
り
と
も
。
あ
し
さ
ま
に
流
れ
ゆ
か
ば
。
何
の
た
け
き
事
か
あ
ら
む）

11
（

と
、
た
と
え
自
分
の
師
で
あ
っ
て
も
「
考
へ
誤
ら
れ
し
事
」
は
あ
る
も
の
で
あ
り
、
師
の
考
え
の
全
て
に
盲
従
し
て
し
ま
う
の
は
「
学
問

の
意
に
た
が
ふ
わ
ざ
」
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
ま
た
学
問
を
修
め
る
に
あ
た
っ
て
は
良
い
師
を
選
ん
で
良
い
基
礎
を
築
き
上
げ
る
こ

と
こ
そ
肝
要
で
あ
る
と
し
、
入
門
者
自
ら
が
強
い
意
志
を
持
っ
て
師
に
学
び
を
請
う
べ
き
で
あ
る
旨
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

　

龍
麿
に
よ
る
宣
長
へ
の
言
及
は
他
に
も
表
れ
て
い
る
。
ま
ず
は
『
古
言
清
濁
考
』
に
お
け
る
主
張
を
紹
介
す
る
。

近
き
世
と
な
り
て
。
古
学
お
こ
り
て
は
。
古
書
の
か
な
の
清
濁
の
。
わ
か
れ
た
る
事
を
ば
。
大
か
た
人
も
し
れ
ゝ
ど
も
。
そ
も
猶
濁

音
に
は
。
清
音
の
字
を
通
は
し
用
ひ
た
る
事
。
お
ほ
し
と
心
得
て
。
今
の
世
に
濁
る
を
ば
。
皆
濁
り
て
よ
む
は
委
し
か
ら
ず
。
こ
は

い
に
し
へ
と
今
と
。
清
濁
の
か
は
れ
る
事
を
。
い
ま
だ
わ
き
ま
へ
ず
て
。
今
の
言
に
な
づ
み
た
る
ひ
が
こ
と
な
り）

11
（

龍
麿
は
、
現
在
と
古
代
と
で
は
清
濁
音
に
変
化
が
あ
る
た
め
、
古
代
は
濁
音
も
清
音
の
字
で
表
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
現
在
濁
音
と
し

て
読
ま
れ
て
い
る
音
を
全
て
濁
音
と
し
て
認
識
し
て
し
ま
う
の
は
誤
り
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
は
宣
長
も
主
張
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、『
古
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言
清
濁
考
』
を
紹
介
し
つ
つ
同
様
の
説
を
述
べ
て
い
る）

11
（

。

　

こ
の
よ
う
に
龍
麿
が
意
見
す
る
一
方
、
清
濁
音
に
つ
い
て
久
老
は
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。

歌
は
雅
言
を
撰
む
も
の
な
れ
は
歌
に
音
便
は
上
古
も
今
も
な
き
こ
と
な
り
濁
音
の
音
便
の
訛
音
に
て
正
音
な
ら
ね
ば
後
の
歌
と
て
も

必
清
音
な
る
へ
き
証
は
数
多
有
へ
き
也
濁
音
の
音
便
な
る
は
ふ
た
ぢ
や
わ
ん
よ
つ
ば
し
と
濁
れ
と
も
も
と
ぢ
や
わ
ん
ば
し
と
濁
る
言

に
は
あ
ら
す
ち
や
わ
ん
は
し
也
し
か
ら
は
濁
音
に
て
正
音
に
は
あ
ら
す
是
に
准
し
て
余
も
知
る
へ
き
也
（
中
略
）
猶
考
る
に
後
世
と

て
も
歌
に
音
便
は
な
け
れ
ど
は
を
わ
の
こ
と
く
ひ
を
い
の
こ
と
く
唱
ふ
る
は
や
か
て
歌
に
も
音
便
の
自
然
に
交
り
来
れ
る
も
の
也
仮

字
の
み
だ
れ
た
る
も
こ
の
音
便
よ
り
み
た
れ
た
る
な
る
へ
し
譬
は
筋
向
を
正
音
に
す
ち
む
か
ひ
と
唱
ふ
る
と
き
は
仮
字
み
た
る
へ
き

に
あ
ら
す
然
る
を
音
便
に
す
ぢ
か
い
と
唱
ふ
る
よ
り
す
ぢ
す
じ
の
仮
字
み
た
れ
む
か
ひ
む
か
い
の
仮
字
も
み
た
れ
た
り
上
古
東
人
の

歌
と
て
も
仮
字
に
み
た
れ
な
き
は
音
の
正
し
か
り
し
故
也
故
上
古
は
仮
字
を
用
ふ
る
に
清
濁
に
は
論
な
き
こ
と
ゝ
見
え
て
今
古
学
者

の
濁
音
と
定
む
る
字
を
古
書
に
清
音
に
用
ひ
た
る
も
多
く
清
音
と
定
む
る
も
濁
音
に
用
ひ
た
る
数
多
あ
り
て
委
し
く
は
分
ち
が
た
し

古
事
記
の
仮
字
に
違
へ
り
と
て
万
葉
を
不
正
と
い
ふ
へ
き
に
あ
ら
す
強
て
こ
の
清
濁
音
の
仮
字
を
分
む
と
す
る
は
か
へ
り
て
古
を
誣

る
ひ
か
言
也）

11
（

久
老
曰
く
、
歌
は
雅
言
に
て
詠
ま
れ
る
も
の
で
あ
り
、
濁
音
は
「
音
便
の
訛
音
」
で
あ
る
た
め
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
と
す
る
。
こ
の

「
歌
は
雅
言
を
選
む
も
の
」
と
い
う
説
は
、
真
淵
の
『
語
意
考
』（
寛
政
元
年
刊
）
に
も
「
う
れ
し
き
を
う
れ
し
い
、
悲
し
き
を
か
な
し
い
、

う
れ
し
く
を
う
れ
し
う
、
か
な
し
く
を
か
な
し
う
、
く
ら
く
し
て
を
く
ら
う
し
て
、
か
ら
く
し
て
を
か
ら
う
し
て
、
な
と
の
類
の
き
を
い

と
い
ひ
、
く
を
う
と
い
ふ
は
皆
平
言
也
、
雅
言
に
は
必
か
な
し
き
・
う
れ
し
く
と
い
へ
り
、
後
世
と
い
へ
と
も
、
歌
に
は
此
平
言
は
い
は
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さ
る
を
、
文
に
は
誤
る
人
有
」
と
あ
り）

11
（

、
久
老
が
真
淵
の
学
説
に
依
拠
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
し
て
、
後
世
に
は
歌
に
も
自
然
と

「
音
便
」
が
混
じ
っ
て
来
て
し
ま
う
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
仮
名
が
乱
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
た
め
、「
音
便
」
は
正
し
い
音
で
は
な
い
と
主
張

し
、「
古
学
者
」
が
清
濁
を
強
い
て
弁
別
し
よ
う
と
す
る
の
は
却
っ
て
「
古
を
誣
る
ひ
か
言
」
で
あ
る
と
非
難
す
る
。

　

こ
の
久
老
の
指
摘
に
対
し
、
龍
麿
は
『
病
床
漫
録
弁
』
に
て
、「
此
条
大
に
い
に
し
へ
に
そ
む
き
て
。
論
者
の
学
問
の
麁
漏
な
る
事
あ

ら
は
に
見
え
た
り）

1（
（

」
と
し
て
一
蹴
し
、古
書
に
濁
音
の
仮
名
が
記
さ
れ
て
い
る
の
は
そ
の
部
分
を
濁
音
と
し
て
読
ん
で
い
た
か
ら
で
あ
り
、

歌
に
「
音
便
」
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
と
思
い
込
ん
で
し
ま
う
が
故
に
、
上
古
の
濁
音
の
用
い
ら
れ
方
を
見
誤
っ
て
し
ま
う
の
だ
と

反
論
す
る）

11
（

。
そ
し
て
、
こ
れ
ま
で
久
老
が
展
開
し
て
き
た
、
宣
長
の
門
人
が
師
の
学
説
に
拘
泥
し
て
い
る
と
の
批
判
に
つ
い
て
は
、
以
下

の
よ
う
に
反
論
す
る
。

さ
て
又
宣
長
が
説
に
叶
へ
る
を
正
と
し
。
其
説
に
た
が
ふ
を
ば
。
古
書
と
い
へ
ど
も
不
正
と
せ
り
と
は
。
い
か
な
る
ひ
が
目
ぞ
や
。

よ
く
〳
〵
其
書
の
趣
を
考
へ
て
。
論
は
せ
よ
か
し
。
た
と
ひ
師
と
あ
る
人
の
説
な
り
と
も
。
古
へ
に
た
が
ひ
て
よ
か
ら
ぬ
説
に
は
。

わ
れ
は
よ
ら
ず
。
い
で
や
我
師
の
学
問
は
。
む
ね
と
古
伝
に
よ
り
て
。
い
さ
ゝ
か
も
古
書
の
趣
に
た
が
ふ
事
な
く
。
我
は
た
其
み
か

げ
に
よ
り
て
。
古
言
の
清
濁
を
考
へ
て
。
お
の
が
さ
か
し
ら
は
露
ま
じ
へ
た
る
事
な
し
。
然
る
を
上
古
仮
字
を
用
ふ
る
に
。
清
濁
に

は
論
な
き
事
と
。
お
し
て
さ
だ
め
て
。
強
て
こ
の
清
濁
の
か
な
を
わ
け
む
と
す
る
は
。
か
へ
り
て
古
へ
を
誣
る
ひ
が
事
也
。
と
い
へ

る
論
者
こ
そ
い
に
し
へ
を
誣
る
に
は
あ
り
け
れ）

11
（

す
な
わ
ち
、
た
と
え
師
の
唱
え
る
学
説
で
あ
っ
て
も
「
古
へ
に
た
が
ひ
て
よ
か
ら
ぬ
説
」
で
あ
る
な
ら
ば
依
拠
は
し
な
い
と
し
、
な
お
か

つ
師
の
宣
長
は
古
書
に
表
れ
る
古
伝
を
正
し
く
理
解
し
て
お
り
、
龍
麿
は
そ
の
志
を
受
け
継
い
で
、「
お
の
が
さ
か
し
ら
」
を
加
え
る
こ
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と
な
く
上
古
の
言
葉
の
清
濁
を
研
究
し
た
と
い
う
。
龍
麿
は
宣
長
が
成
し
得
た
よ
う
に
「
古
書
の
趣
」
を
正
し
く
感
得
し
、
そ
の
先
に
古

意
古
道
を
解
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
そ
れ
を
達
成
す
る
た
め
の
方
途
と
し
て
師
に
盲
従
せ
ず
主
体
的
に
学
究
す
る
と
い
う
姿

勢
を
重
視
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　

同
様
の
主
張
は
、『
信
濃
漫
録
』
の
「
詞
に
近
古
な
き
論
」
の
項
に
対
し
て
も
行
わ
れ
て
い
る
。
久
老
は
当
項
に
お
い
て
、

宣
長
か
詞
に
近
古
の
差
別
を
正
し
く
し
て
後
世
風
の
歌
に
古
言
を
ま
じ
へ
古
体
の
歌
に
後
の
言
の
ま
し
れ
る
を
ぬ
え
歌
と
い
ひ
て
え

せ
歌
と
せ
り
げ
に
木
に
竹
を
継
た
ら
む
や
う
に
後
の
風
の
歌
に
古
言
の
ま
じ
れ
る
は
い
か
ゝ
な
れ
ど
詞
は
前
後
の
調
練
に
よ
り
て
古

言
も
後
の
風
の
歌
に
取
ま
じ
へ
て
後
の
言
と
な
れ
り）

11
（

と
、宣
長
が
『
玉
あ
ら
れ
』
に
お
い
て
異
な
る
時
代
の
文
体
と
詞
と
が
混
在
し
た
歌
を
「
ぬ
え
に
似
た
り
」
と
形
容
し
、「
け
だ
も
の
の
こ
ゝ

ち
」
と
評
し
た
こ
と
に
つ
い
て）

11
（

、
詞
は
そ
の
前
後
の
構
成
次
第
で
、
た
と
え
古
い
言
い
回
し
で
あ
っ
て
も
後
世
風
の
も
の
と
し
て
用
い
る

こ
と
が
可
能
に
な
る
と
反
論
す
る
。
こ
れ
に
対
し
龍
麿
は
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。

詞
に
近
古
な
し
と
は
い
か
で
か
い
は
む
。
き
は
や
か
に
近
古
は
あ
る
也
。（
中
略
）
し
か
は
あ
れ
ど
も
論
者
も
い
へ
る
如
く
。
其
い

ひ
さ
ま
に
よ
り
て
は
。
古
言
も
た
え
て
後
世
風
の
歌
に
用
ふ
ま
じ
き
に
あ
ら
ざ
る
は
勿
論
也
。
定
家
卿
の
歌
に
つ
い
て
い
は
ゞ
。
あ

ま
の
さ
か
て
を
う
つ
た
へ
に
。
い
そ
べ
の
浪
の
う
つ
た
へ
に
と
い
へ
る
。
こ
れ
後
世
風
の
い
ひ
さ
ま
に
て
。
万
葉
の
歌
な
る
う
つ
た

へ
て
ふ
詞
の
用
ひ
さ
ま
と
は
ひ
と
し
か
ら
ず
。
新
古
今
の
頃
の
人
々
。
万
葉
の
詞
を
と
り
て
よ
め
る
歌
い
と
お
ほ
し
。
今
も
と
り
て

よ
ろ
し
き
詞
は
あ
る
也
。
そ
も
〳
〵
言
葉
は
。
神
代
よ
り
今
に
わ
た
り
て
用
ふ
る
も
。
後
世
に
は
た
え
て
用
ひ
ぬ
も
あ
り
て
。
一
向
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に
は
い
ひ
か
た
し
。
此
事
は
ひ
と
ゝ
せ
或
人
の
難
し
た
る
を
。
我
友
三
井
高
蔭
が
委
し
く
弁
じ
た
れ
ば
。
今
は
其
お
ほ
む
ね
を
い
へ

り
。
か
く
て
我
師
の
い
は
れ
し
は
。
万
葉
の
詞
な
ど
は
。
後
世
の
歌
に
た
え
て
用
ひ
ず
と
い
ふ
に
は
あ
ら
ず
。
其
用
ひ
さ
ま
よ
か
ら

で
。
木
に
竹
を
つ
ぎ
た
ら
む
さ
ま
な
る
を
。
あ
し
と
は
い
へ
る
也）

11
（

龍
麿
は
、
歌
の
詞
に
絶
対
的
な
近
古
の
区
別
が
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
久
老
の
主
張
し
た
よ
う
に
古
言
を
後
世
風
の
歌
に
用
い
る
例
も
あ

る
事
は
肯
定
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
龍
麿
は
、
言
葉
の
中
に
は
神
代
の
昔
か
ら
使
わ
れ
て
い
る
も
の
も
、
絶
え
て
使
わ
れ
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
も
の
も
存
在
す
る
と
し
、こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
三
井
高
蔭
（
宝
暦
九
～
天
保
一
〇
）
が
詳
細
に
論
じ
て
い
る
と
紹
介
し
て
い
る
。

　

松
坂
に
生
ま
れ
た
高
蔭
は
安
永
八
年
に
宣
長
に
入
門
し
、『
弁
玉
あ
ら
れ
論
』（
文
化
一
三
年
刊
）
を
執
筆
し
た
。
こ
れ
は
、
前
述
の
宣

長
の
『
玉
あ
ら
れ
』
に
対
し
、
真
淵
に
学
ん
だ
村
田
春
海
と
加
藤
千
蔭
が
『
玉
あ
ら
れ
論
』（
寛
政
四
年
跋
、
文
化
一
二
年
刊
）
を
著
し

て
宣
長
の
学
説
を
批
判
し
た
こ
と
を
受
け
、
そ
の
『
玉
あ
ら
れ
論
』
に
反
論
す
る
た
め
に
著
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
龍
麿
と
高
蔭
と
の
交

流
の
詳
細
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
龍
麿
は
高
蔭
の
著
作
に
触
れ
、
自
身
と
同
じ
く
宣
長
に
学
ん
だ
者
の
学
説
と
し
て
提
示
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
『
玉
あ
ら
れ
論
』
は
、『
玉
あ
ら
れ
』
に
お
け
る
先
述
の
詞
の
近
古
の
論
に
対
し
て
、

此
論
は
、
賀
茂
の
翁
の
文
を
そ
し
る
人
の
常
に
い
ふ
事
な
り
。
こ
と
わ
り
も
て
い
ふ
時
は
、
古
ぶ
り
の
文
は
古
の
詞
の
み
用
ひ
、
後

の
世
の
す
が
た
の
文
は
、
後
の
世
の
詞
の
み
に
て
つ
く
る
べ
き
事
の
や
う
な
り
。
さ
れ
ど
こ
は
文
か
く
事
を
よ
く
も
し
ら
で
、
た
ゞ

こ
と
わ
り
を
も
て
お
し
て
し
か
な
ら
ん
と
お
も
ひ
て
い
ふ
な
り）

11
（
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と
、
か
か
る
宣
長
の
論
は
「「
賀
茂
の
翁
の
文
」
を
攻
撃
す
る
人
が
常
に
言
う
こ
と
で
あ
」
り
、「
言
葉
の
新
旧
が
混
交
す
る
こ
と
が
よ
く

な
い
と
い
う
の
は
理
屈
の
上
で
は
正
し
い
と
し
た
上
で
、
そ
れ
を
忠
実
に
守
ろ
う
と
す
る
の
は
作
文
の
実
状
を
よ
く
知
ら
な
い
者
の
机
上

の
空
論
で
あ
る
」
と
し
て
苦
言
を
呈
し
て
い
る）

11
（

。
こ
れ
に
対
し
て
高
蔭
は
、『
弁
玉
あ
ら
れ
論
』
の
「
時
代
の
ふ
り
の
た
が
ひ
」
の
章
に

お
い
て
、「
古
へ
の
言
後
の
言
の
け
ぢ
め
を
云
む
に
千
言
万
語
こ
と
〴
〵
く
古
へ
と
後
と
別
な
る
も
の
に
あ
ら
ず
神
代
よ
り
今
に
わ
た
り

て
同
し
詞
も
あ
り
又
中
に
は
古
と
後
と
大
に
異
に
し
て
決
て
混
ず
ま
じ
き
も
多
し）

11
（

」
と
、
先
ほ
ど
龍
麿
が
紹
介
し
て
い
た
よ
う
に
、
詞
の

近
古
に
つ
い
て
全
て
が
上
古
と
現
在
と
で
異
な
る
わ
け
で
は
な
い
旨
を
展
開
し
て
お
り
、
続
け
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

さ
て
此
條
を
も
岡
部
大
人
の
文
を
思
て
云
れ
た
る
如
く
に
論
し
た
れ
と
も
此
條
は
未
熟
の
輩
の
文
に
近
古
混
雑
す
る
事
の
多
き
を
正

さ
れ
た
る
も
の
に
し
て
岡
部
大
人
の
文
を
思
ひ
て
に
は
あ
ら
ず
但
し
他
の
條
々
に
は
か
の
大
人
の
文
を
思
ひ
て
云
れ
た
る
事
も
あ
る

へ
し
そ
の
故
は
吾
翁
の
つ
ね
〳
〵
い
は
る
ゝ
や
う
は
岡
部
大
人
は
今
の
世
に
し
て
古
へ
ぶ
り
の
歌
を
も
よ
み
文
を
も
作
る
事
を
始
め

ら
れ
た
る
こ
と
古
今
に
秀
た
る
大
才
大
功
に
し
て
ま
こ
と
に
古
学
の
祖
な
り
然
れ
ど
も
古
ぶ
り
の
開
き
始
め
な
る
が
ゆ
ゑ
に
な
ほ
委

し
か
ら
ざ
る
事
多
く
ま
た
行
過
た
る
事
な
ど
も
あ
り
て
か
へ
り
て
古
に
違
へ
る
ひ
が
こ
と
も
多
き
な
り
こ
れ
も
と
よ
り
然
あ
る
べ
き

こ
と
わ
り
な
り
此
大
業
は
つ
ぎ
〳
〵
に
数
人
の
手
を
経
て
こ
そ
全
く
成
り
終
る
べ
き
も
の
な
れ
初
よ
り
た
ゞ
一
人
の
力
に
て
全
く
成

り
終
へ
き
に
あ
ら
ず
然
る
を
此
大
人
は
既
大
成
し
て
此
上
加
ふ
へ
き
事
な
し
と
思
ふ
は
猶
古
へ
に
委
し
か
ら
ず
し
て
そ
の
ひ
が
こ
と

有
を
得
し
ら
ざ
る
も
の
な
り）

11
（

高
蔭
に
よ
る
と
、『
玉
あ
ら
れ
』
の
当
該
条
は
真
淵
に
つ
い
て
で
は
な
く
未
熟
者
の
文
に
近
古
の
言
葉
が
混
在
し
て
い
る
こ
と
へ
の
指
摘

が
主
目
的
で
あ
る
が
、
他
の
条
の
な
か
に
は
真
淵
の
文
を
念
頭
に
置
い
た
記
述
も
あ
る
と
い
う
。
宣
長
曰
く
、
真
淵
は
「
古
学
の
祖
」
で
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あ
る
と
し
つ
つ
も
祖
で
あ
る
が
故
に
そ
の
学
問
に
は
不
十
分
な
点
も
存
在
し
て
い
る
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
の
古
学
の
追
究
と
い
う
行
為

は
一
人
だ
け
で
な
く
何
人
も
の
手
を
経
る
こ
と
で
完
成
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
真
淵
の
時
点
で
完
成
さ
れ
た
と
思
い
込
む
の
は
「
古
へ

に
委
か
ら
ず
し
て
そ
の
ひ
が
こ
と
有
を
得
し
ら
ざ
る
」
行
い
で
あ
る
と
断
じ
て
い
る
。
宣
長
は
、
古
道
の
闡
明
は
多
く
の
人
々
の
力
を
得

る
こ
と
で
達
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
批
判
を
承
知
で
師
の
真
淵
の
誤
り
を
指
摘
す
る
の
は
「
学
の
道
の
明
ら
か
な
ら
む
事）

1（
（

」
を
願
っ
て

の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。

　

こ
の
よ
う
な
宣
長
の
姿
勢
は
、『
玉
勝
間
』
巻
二
（
寛
政
七
年
刊
）
の
「
師
の
説
に
な
づ
ま
ざ
る
事
」
に
お
い
て
も
表
明
さ
れ
て
お
り）

11
（

、

師
説
の
更
新
を
重
視
す
る
姿
勢
は
、
高
蔭
や
龍
麿
に
お
い
て
も
受
け
継
が
れ
た
。
前
節
で
見
た
よ
う
に
、
龍
麿
の
『
万
葉
集
』
研
究
の
方

針
は
宣
長
の
そ
れ
を
多
分
に
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
本
節
で
見
た
龍
麿
の
研
究
そ
の
も
の
に
関
す
る
態
度
か
ら
は
、
単
に

そ
れ
が
宣
長
の
影
響
下
に
あ
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
宣
長
の
方
針
を
踏
ま
え
た
う
え
で
新
し
い
視
点
で
の
『
万
葉
集
』
研
究
に
取
り
組
も

う
と
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
主
体
性
を
も
っ
た
研
究
態
度
は
、
宣
長
の
門
人
た
ち
の
間
に
広
く
浸
透
し
て
い
た

の
で
あ
る
。

　

龍
麿
の
学
問
や
古
道
探
究
の
姿
勢
に
お
い
て
は
、
宣
長
の
学
説
が
そ
の
基
盤
を
形
成
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
龍
麿
に
お
い
て
は

師
の
説
を
克
服
す
る
こ
と
が
正
し
き
学
問
の
道
で
あ
る
と
強
く
認
識
さ
れ
て
お
り
、
語
学
や
古
道
探
究
の
発
展
に
先
鞭
を
つ
け
た
真
淵
の

顕
彰
を
龍
麿
が
意
識
し
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
真
龍
の
著
作
に
先
師
の
更
新
の
意
識
が
ど
の
程
度
表
れ
て
い
る
か

に
つ
い
て
は
追
っ
て
調
査
が
必
要
で
あ
る
が
、
遠
江
に
お
い
て
は
遅
く
と
も
龍
麿
の
時
点
で
既
に
そ
の
意
識
が
強
調
さ
れ
て
い
た
。
安
永

四
年
に
宣
長
の
学
説
が
遠
江
に
も
た
ら
さ
れ
て
以
降
、
遠
江
に
お
け
る
国
学
の
展
開
は
龍
麿
の
時
代
ま
で
に
、
師
説
の
享
受
に
留
ま
ら
な

い
、
学
び
の
道
の
発
展
の
た
め
の
敬
意
を
備
え
た
先
学
の
克
服
と
い
う
段
階
に
到
達
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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お
わ
り
に

　

以
上
、
本
論
文
で
は
、
石
塚
龍
麿
の
歌
論
、
な
か
で
も
『
万
葉
集
』
研
究
を
通
し
て
、
彼
の
古
道
論
や
そ
の
探
究
姿
勢
の
特
徴
に
つ
い

て
検
討
し
た
。

　

龍
麿
は
、
和
歌
を
詠
む
際
の
心
構
え
を
示
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
『
や
ま
菅
』
を
執
筆
し
た
。『
や
ま
菅
』
は
和
歌
の
実
作
の
益
と
な

る
書
で
あ
る
が
、
龍
麿
は
そ
の
目
的
に
加
え
、
実
作
を
通
し
て
古
道
を
探
究
し
理
解
す
べ
き
旨
を
主
張
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、『
や

ま
菅
』
に
お
い
て
は
皇
国
の
古
の
心
を
以
っ
て
和
歌
を
詠
む
べ
き
こ
と
が
強
調
さ
れ
、
漢
籍
や
仏
説
を
典
拠
と
す
る
事
跡
を
採
用
す
べ
き

で
な
い
こ
と
が
徹
底
さ
れ
た
。
ま
た
、
真
淵
が
『
万
葉
集
』
を
基
準
と
し
て
古
意
の
探
究
を
目
指
し
て
い
た
の
に
対
し
、
龍
麿
は
『
古
事

記
』
に
表
れ
る
神
代
を
基
準
と
し
た
う
え
で
和
歌
を
通
じ
て
古
道
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
点
は
宣
長
の
方
法
を
踏
襲
し
た

も
の
で
あ
る
が
、
龍
麿
は
宣
長
の
よ
う
に
『
万
葉
集
』
を
古
道
探
究
の
一
道
具
と
し
て
は
用
い
ず
、
む
し
ろ
『
万
葉
集
』
を
対
象
と
し
て

古
道
を
認
識
し
よ
う
と
努
め
て
い
た
。
龍
麿
が
『
や
ま
菅
』
を
著
し
た
こ
と
に
よ
り
、遠
江
の
『
万
葉
集
』
研
究
は
宣
長
の
方
法
論
を
以
っ

て
真
淵
の
問
題
意
識
と
対
峙
す
る
と
い
う
新
た
な
展
開
を
見
せ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
龍
麿
の
研
究
姿
勢
の
背
景
に
は
、
師
説
に
盲
従
す
る
こ
と
な
く
真
実
の
究
明
を
志
向
す
る
と
い
う
強
い
意
志
が
あ
っ
た
。

こ
れ
は
宣
長
が
特
に
重
視
し
て
い
た
態
度
で
あ
り
、
龍
麿
は
勿
論
、
他
の
宣
長
の
門
人
に
お
い
て
も
重
要
視
さ
れ
て
い
た
。
龍
麿
の
研
究

姿
勢
の
形
成
に
は
宣
長
が
大
き
く
寄
与
し
て
お
り
、
宣
長
も
ま
た
龍
麿
の
研
究
を
高
く
評
価
し
て
い
た
。
そ
の
一
方
で
、
宣
長
の
学
問
姿

勢
に
深
く
共
感
す
る
龍
麿
と
、
真
淵
を
遵
奉
す
る
真
龍
と
の
間
に
は
研
究
姿
勢
を
巡
っ
て
齟
齬
が
生
じ
て
い
た
。
龍
麿
に
よ
る
、
彼
の
最

初
の
師
で
あ
る
真
龍
と
の
研
究
方
針
の
対
立
、
そ
し
て
真
淵
に
学
ん
だ
久
老
と
の
対
立
は
、
延
い
て
は
龍
麿
と
真
淵
と
の
対
立
、
つ
ま
り

遠
州
に
お
け
る
県
門
と
鈴
門
の
対
立
と
い
う
構
図
を
生
ん
だ
。
し
か
し
、
今
ま
で
見
て
き
た
龍
麿
の
研
究
態
度
、
そ
し
て
宣
長
へ
の
入
門
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以
前
に
真
龍
に
学
ん
で
い
た
こ
と
か
ら
推
測
す
る
に
、
龍
麿
に
お
い
て
真
淵
と
い
う
存
在
は
、
学
び
の
師
と
し
て
宣
長
と
同
様
に
強
く
意

識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

註
（
（
） 

小
山
正
後
援
会
、
昭
和
三
一
年
（
同
五
六
年
に
世
界
聖
典
刊
行
協
会
に
よ
り
増
補
改
訂
版
刊
行
）。

（
（
） 

橋
本
進
吉
「
国
語
仮
名
遣
研
究
史
上
の
一
発
見
―
石
塚
龍
麿
の
仮
名
遣
奥
山
路
に
つ
い
て
」（『
文
字
及
び
仮
名
遣
の
研
究
』
橋

本
進
吉
博
士
著
作
集
第
三
冊
、岩
波
書
店
、昭
和
二
四
年
）
や
、寺
田
泰
政
「
宣
長
と
遠
江
国
学
の
国
語
研
究
」（『
日
本
文
学
論
究
』

二
四
、
昭
和
四
〇
年
）、
片
山
武
『
賀
茂
真
淵
門
流
の
万
葉
集
研
究
』（
万
葉
書
房
、
平
成
二
六
年
）
な
ど
。

（
（
） 

北
岡
四
良
著
・
故
北
岡
四
良
教
授
遺
稿
集
刊
行
会
編
刊
『
近
世
国
学
者
の
研
究
─
谷
川
士
清
と
そ
の
周
辺
』（
昭
和
五
二
年
）

四
九
〇
頁
。

（
（
） 

拙
稿
「『
仏
度
伝
』
に
見
る
内
山
真
龍
の
神
観
と
仏
教
観
」（『
國
學
院
雜
誌
』
一
一
九
巻
八
号
、
平
成
三
〇
年
）。

（
（
） 

大
八
洲
出
版
、
昭
和
二
二
年
、
二
四
三
頁
。
本
書
は
中
澤
伸
弘
・
宮
崎
和
廣
編
『
宣
長
・
鈴
屋
関
係
資
料
集　

研
究
篇
四
』（
ク

レ
ス
出
版
、
平
成
二
四
年
）
に
再
録
さ
れ
て
お
り
、
本
稿
で
の
引
用
は
当
該
書
に
よ
る
。

（
（
） 『
県
史
』
三
八
〇
頁
。

（
（
） 『
県
史
』
三
八
〇
頁
。

（
8
） 

以
下
、
歌
番
号
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
る
。

（
（
） 

前
者
の
故
事
は
『
呂
氏
春
秋
』
巻
一
四
「
孝
行
覧
」（
楠
山
春
樹
『
呂
氏
春
秋
』
中
、
新
編
漢
文
選
二
、
明
治
書
院
、
平
成
九
年
、
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三
七
六
頁
）
や
『
列
子
』
巻
五
「
湯
問
」（『
漢
文
大
系
』
一
三
、
冨
山
房
、
昭
和
五
〇
年
、
増
補
版
、
二
〇
頁
）
な
ど
を
、
後
者

は
『
孝
子
伝
』
所
載
の
「
原
谷
」（
幼
学
の
会
編
『
孝
子
伝
注
解
』
汲
古
書
院
、
平
成
一
五
年
、
二
頁
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
な

お
、
龍
麿
の
漢
籍
・
仏
説
受
容
の
実
態
は
明
ら
か
で
な
い
た
め
、
本
論
文
で
は
便
宜
的
に
、
龍
麿
が
言
及
し
て
い
る
故
事
が
記
載

さ
れ
て
い
る
漢
籍
の
情
報
の
み
を
提
示
し
て
い
る
。

（
（0
） 『
県
史
』
三
八
〇
頁
。

（
（（
） 『
県
史
』
三
八
〇
頁
。

（
（（
） 『
県
史
』
三
八
五
頁
。『
山
海
経
』
の
当
該
箇
所
は
、
巻
五
「
中
山
経
」（
前
野
直
彬
『
山
海
経
・
列
仙
伝
』
全
釈
漢
文
大
系

三
三
、
集
英
社
、
昭
和
五
〇
年
、
三
四
六
頁
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
） 『
県
史
』
三
八
五
頁
。『
晋
書
』
の
当
該
箇
所
は
、
巻
五
〇
「
列
伝　

王
羲
之
」（『
和
刻
本
正
史　

晋
書
』
二
、
汲
古
書
院
、
昭

和
四
六
年
、
一
〇
二
三
頁
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
） 『
万
葉
集
』
以
外
の
歌
集
へ
の
言
及
は
、
具
体
的
に
『
拾
遺
和
歌
集
』
へ
の
言
及
が
八
項
、『
千
載
和
歌
集
』『
古
今
和
歌
集
』
が

各
二
項
（
同
じ
項
数
の
歌
集
の
記
載
は
『
や
ま
菅
』
で
の
登
場
順
、
以
下
同
）、『
堀
河
院
百
首
和
歌
』『
和
漢
朗
詠
集
』『
新
千
載

和
歌
集
』『
暮
春
白
河
尚
歯
会
和
歌
』『
草
庵
集
』『
新
勅
撰
和
歌
集
』『
後
拾
遺
和
歌
集
』『
伊
勢
集
』『
後
撰
和
歌
集
』
が
各
一
項

で
あ
る
。
な
お
、
一
つ
の
項
で
複
数
の
歌
集
へ
の
言
及
が
あ
る
例
や
、
歌
集
の
登
場
し
な
い
項
が
あ
る
た
め
、
全
項
数
と
歌
集
へ

の
言
及
の
あ
る
項
数
は
一
致
し
な
い
。

（
（（
） 『
本
居
宣
長
全
集
』
一
（
筑
摩
書
房
、
昭
和
四
三
年
）
一
七
頁
。

（
（（
） 『
県
史
』
三
八
七
頁
。

（
（（
） 『
県
史
』
三
八
一
頁
。
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（
（8
） 『
県
史
』
三
八
二
頁
。

（
（（
） 『
県
史
』
三
八
三
～
三
八
四
頁
。

（
（0
） 『
県
史
』
三
七
九
頁
。

（
（（
） 
牽
牛
・
織
女
の
伝
に
つ
い
て
は
、『
文
選
』
二
九
（
花
房
英
樹
『
全
釈
漢
文
大
系
』
二
九
、
集
英
社
、
昭
和
四
九
年
、
二
四
二
頁
）、

『
荊
楚
歳
時
記
』（
中
村
裕
一
『
訳
注
荊
楚
歳
時
記
』
汲
古
書
院
、
令
和
元
年
、
三
〇
六
頁
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
） 『
県
史
』
三
七
九
～
三
八
〇
頁
。「
謂
酒
清
者
」
云
々
の
伝
に
つ
い
て
は
、『
三
国
志
』
巻
二
七
（『
和
刻
本
正
史　

三
国
志
』
二
、

汲
古
書
院
、
昭
和
四
七
年
、
五
一
一
頁
）、「
価
無
宝
」
は
、『
妙
法
蓮
華
経
』
四
（
高
楠
順
次
郎
編
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
九
、
大

正
一
切
経
刊
行
会
、
大
正
一
四
年
、
二
九
頁
）、「
夜
光
玉
」
は
、『
史
記
』
八
三
（
水
沢
利
忠
『
新
釈
漢
文
大
系
』
八
九
、
明
治
書

院
、
平
成
五
年
、
三
二
〇
頁
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
） 『
県
史
』
三
八
六
頁
。『
兼
名
苑
』
は
唐
僧
遠
年
の
撰
で
あ
る
が
逸
書
で
あ
り
、
当
該
記
述
は
『
和
歌
童
蒙
抄
』
巻
七
の
「
桂
」

の
項
に
見
ら
れ
る
（
黒
田
彰
子
『
和
歌
童
蒙
抄
注
解
』
青
簡
舎
、
平
成
三
一
年
、
六
七
七
頁
）。

（
（（
） 『
県
史
』
三
八
六
～
三
八
七
頁
。

（
（（
） 『
本
居
宣
長
の
万
葉
学
』
二
四
四
～
二
四
五
頁
。

（
（（
） 『
本
居
宣
長
の
万
葉
学
』
一
七
四
頁
。

（
（（
） 

大
久
保
『
万
葉
集
の
諸
相
』（
明
治
書
院
、
昭
和
五
五
年
）
三
一
〇
頁
。

（
（8
） 『
万
葉
集
の
諸
相
』
同
頁
。
な
お
大
久
保
に
よ
る
契
沖
、
荷
田
春
満
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
同
書
三
〇
五
～
三
一
〇
頁
や
『
万
葉

の
伝
統
』（
塙
書
房
、
昭
和
三
二
年
）
二
四
七
～
二
八
七
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
（（
） 『
万
葉
の
伝
統
』
三
〇
六
～
三
〇
七
頁
。
な
お
大
久
保
は
、「
宣
長
が
道
を
形
成
し
て
居
る
と
し
た
古
代
の
真
実
相
を
記
紀
二
典
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の
そ
れ
に
限
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
必
然
性
の
根
拠
を
宣
長
自
身
の
説
明
に
聞
く
こ
と
が
出
来
な
い
」
と
し
、「
宣
長
が
先

入
的
に
記
紀
を
絶
対
視
し
て
ゐ
た
た
め
と
解
す
る
以
外
は
無
い
」と
述
べ
て
い
る（『
本
居
宣
長
の
万
葉
学
』一
八
八
～
一
八
九
頁
）。

（
（0
） 『
万
葉
の
伝
統
』
同
頁
。

（
（（
） 『
本
居
宣
長
の
万
葉
学
』
二
四
五
頁
。

（
（（
） 

北
岡
前
掲
書
、
五
〇
六
頁
。

（
（（
） 

岩
崎
鐡
志
『
内
山
真
龍
─
し
た
た
か
な
地
方
文
人
』（
天
竜
市
役
所
、
昭
和
五
七
年
）
一
九
一
頁
掲
載
写
真
に
よ
る
。

（
（（
） 

小
山
『
内
山
真
龍
の
研
究
』（
内
山
真
龍
会
、
昭
和
二
五
年
〔
同
五
四
年
、
世
界
聖
典
刊
行
協
会
に
よ
り
増
補
改
訂
版
刊
行
〕）

五
三
〇
頁
。

（
（（
） 

前
掲
拙
稿
を
参
照
。

（
（（
） （
寛
政
六
年
二
月
二
日
付
長
瀬
真
幸
宛
宣
長
書
簡
）「
出
雲
風
土
記
解
作
者
ハ
、
遠
江
国
豊
田
郡
二
俣
郷
大
谷
村
内
山
弥
兵
衛
真

龍
ト
申
仁
ニ
而
、岡
部
翁
門
人
ニ
御
座
候
、愚
老
門
人
ニ
而
ハ
無
御
座
候
」（『
本
居
宣
長
全
集
』
一
七
、昭
和
六
二
年
、二
一
六
頁
）。

（
（（
） （『
病
床
漫
録
弁
』
序
文
）「
荒
木
田
久
老
神
主
の
あ
ら
は
せ
る
。
病
床
漫
録
と
い
ふ
も
の
を
見
る
に
。
我
故
本
居
の
翁
の
説
を
。

み
だ
り
に
あ
げ
つ
ろ
へ
る
事
ど
も
お
ほ
か
る
中
に
。
見
過
し
か
た
き
ふ
し
〳
〵
を
い
さ
ゝ
か
弁
ず
」（『
県
史
』
一
八
七
頁
）

（
（8
） 

中
村
一
基
「
鈴
門
の
形
成
と
展
開
」（
岡
中
正
行
・
鈴
木
淳
・
中
村
一
基
編
著
『
本
居
宣
長
と
鈴
屋
社
中
』
錦
正
社
、
昭
和
五
九

年
）
四
二
四
頁
。

（
（（
） 『
荒
木
田
久
老
歌
文
集
並
伝
記
』（
神
宮
司
庁
、
昭
和
二
八
年
、
以
下
『
伝
記
』）
五
四
頁
。

（
（0
） 『
本
居
宣
長
全
集
』
三
、
昭
和
四
四
年
、
三
〇
〇
頁
。

（
（（
） 『
本
居
宣
長
全
集
』
三
、三
三
九
頁
。
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（
（（
） 『
荒
木
田
久
老
歌
文
集
並
伝
記
』
五
四
頁
。

（
（（
） 『
荒
木
田
久
老
歌
文
集
並
伝
記
』
五
五
頁
。

（
（（
） 『
伝
記
』
五
六
頁
頭
書
。

（
（（
） 『
県
史
』
一
九
二
頁
。

（
（（
） 『
県
史
』
一
九
三
頁
。

（
（（
） 『
県
史
』
一
七
四
頁
。

（
（8
） （『
玉
勝
間
』
巻
四
〔
寛
政
九
年
刊
〕「
古
言
清
濁
考
の
事
」）「（
仮
名
遣
い
は
）
古
事
記
は
殊
に
た
ゞ
し
く
、
次
に
万
葉
、
次
に

書
紀
也
、（
中
略
）
さ
て
そ
の
す
み
に
ご
り
、
今
の
世
に
い
ふ
と
は
、
こ
と
な
る
も
多
き
を
、
人
皆
、
通
は
し
書
た
り
と
思
ひ
、
あ

る
は
混
ひ
た
る
也
と
思
ひ
、
あ
る
は
濁
る
音
に
は
、
清
音
の
字
を
も
書
る
例
也
、
な
ど
思
ひ
を
る
は
、
く
は
し
か
ら
ざ
る
こ
と
也
、

さ
ら
に
さ
る
事
に
は
あ
ら
ず
、
古
と
今
と
、
い
ふ
言
の
清
濁
の
か
は
れ
る
也
（
中
略
）
お
の
が
を
し
へ
の
子
に
、
遠
江
国
ふ
ち
の

郡
細
田
村
の
人
、
石
塚
龍
麻
呂
な
ん
、
こ
の
事
に
心
お
こ
し
て
、
古
書
ど
も
を
、
あ
ま
ね
く
く
は
し
く
か
む
か
へ
わ
た
し
て
、
此

ち
か
き
ほ
ど
、
古
言
清
濁
考
と
い
ふ
ふ
み
を
あ
ら
は
し
た
り
け
る
、（
中
略
）
い
に
し
へ
ま
な
び
せ
む
と
も
が
ら
は
、
此
清
濁
考
、

か
な
ら
ず
見
べ
き
書
ぞ
か
し
」（『
本
居
宣
長
全
集
』
一
、一
四
三
～
一
四
四
頁
）。

（
（（
） 『
伝
記
』
六
〇
～
六
一
頁
。

（
（0
） 『
賀
茂
真
淵
全
集
』
一
九
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
昭
和
五
五
年
、
一
四
三
～
一
四
四
頁
。

（
（（
） 『
県
史
』
一
九
六
頁
。

（
（（
） （『
病
床
漫
録
弁
』）「
そ
も
〳
〵
濁
音
の
音
便
な
る
よ
し
は
論
な
し
。〔
連
声
の
便
に
し
た
か
ひ
て
。
清
音
の
濁
音
に
な
る
を
。
音

便
と
は
い
ふ
也
。
後
世
に
カ
キ
テ
を
か
い
て
。
ユ
キ
テ
を
ゆ
い
て
と
い
ふ
類
に
は
あ
ら
ず
。〕古
書
に
濁
音
の
仮
字
を
用
ひ
た
る
は
。
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濁
り
て
と
な
へ
た
る
ゆ
ゑ
な
る
を
。
歌
に
は
音
便
な
し
と
。
か
た
く
な
に
思
へ
る
か
ら
。
古
へ
は
濁
り
て
は
よ
ま
ざ
り
し
や
う
に
。

思
ひ
ま
と
へ
る
也
。
仮
字
の
み
だ
れ
た
る
は
。
此
音
便
よ
り
乱
れ
た
る
な
る
べ
し
と
い
へ
る
。
此
な
る
べ
し
と
い
ふ
詞
に
て
。
此

人
音
の
よ
り
て
来
た
る
趣
を
し
ら
ざ
る
程
見
え
た
り
」（『
県
史
』
一
九
六
頁
）。

（
（（
） 『
県
史
』
一
九
六
頁
。

（
（（
） 『
伝
記
』
五
五
～
五
六
頁
。

（
（（
） （『
玉
あ
ら
れ
』
文
の
部
「
時
代
の
ふ
り
の
た
が
ひ
」）「
今
の
人
の
文
は
、時
代
の
わ
き
ま
へ
な
く
し
て
、中
昔
の
ふ
り
な
る
文
に
、

奈
良
以
前
の
詞
も
、
を
り
〳
〵
ま
じ
り
、
又
ふ
る
き
ふ
り
な
る
文
に
、
む
げ
に
近
き
世
の
詞
も
ま
じ
り
な
ど
し
て
、
か
の
鳴
声
ぬ

え
に
似
た
り
と
か
い
ひ
て
、
む
か
し
有
け
む
け
だ
も
の
の
こ
ゝ
ち
す
る
ぞ
多
か
る
」（『
本
居
宣
長
全
集
』
五
、
昭
和
四
五
年
、

五
一
五
～
五
一
六
頁
）。

（
（（
） 『
県
史
』
一
九
四
～
一
九
五
頁
。

（
（（
） 

田
中
康
二
『
本
居
宣
長
の
国
文
学
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
平
成
二
七
年
）
二
〇
三
頁
。

（
（8
） 

田
中
前
掲
書
、
同
頁
。

（
（（
） 

松
阪
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
松
阪
市
史
』
七
（
史
料
編
文
学
、
蒼
人
社
、
昭
和
五
五
年
）
三
九
七
頁
。

（
（0
） 『
松
阪
市
史
』
七
、
同
頁
。

（
（（
） 『
松
阪
市
史
』
七
、三
九
八
頁
。

（
（（
） 「
お
の
れ
古
典
を
と
く
に
、
師
の
説
と
た
が
へ
る
こ
と
多
く
、
師
の
説
の
わ
ろ
き
事
あ
る
を
ば
、
わ
き
ま
へ
い
ふ
こ
と
も
お
ほ
か

る
を
、
い
と
あ
る
ま
じ
き
こ
と
と
思
ふ
人
お
ほ
か
め
れ
ど
、
こ
れ
す
な
は
ち
わ
が
師
の
心
に
て
、
つ
ね
に
を
し
へ
ら
れ
し
は
、
後

に
よ
き
考
へ
の
出
来
た
ら
ん
に
は
、
か
な
ら
ず
し
も
師
の
説
に
た
が
ふ
と
て
、
な
は
ゞ
か
り
そ
と
な
む
、
教
へ
ら
れ
し
、
こ
は
い
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と
た
ふ
と
き
を
し
へ
に
て
、
わ
が
師
の
、
よ
に
す
ぐ
れ
給
へ
る
一
つ
也
」（『
本
居
宣
長
全
集
』
一
、八
七
～
八
八
頁
）。
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〔
西
田
長
男
旧
蔵
〕
三
条
西
実
隆
筆
『
延
喜
式
』（
抄
）
の
翻
刻
・
紹
介

木　

村　

大　

樹

　

本
稿
は
、
西
田
長
男
氏
旧
蔵
の
資
料
群（

（
（

に
含
ま
れ
る
、
三
条
西
実
隆
筆
の
『
延
喜
式
』
抄
出
本
の
翻
刻
と
紹
介
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

　

延
喜
五
年
（
九
〇
五
（
か
ら
編
纂
が
開
始
さ
れ
、
延
長
五
年
（
九
二
七
（
に
完
成
奏
上
、
康
保
四
年
（
九
六
七
（
に
施
行
さ
れ
た
『
延

喜
式
』
は
、
単
な
る
律
令
の
施
行
細
則
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
し
ば
し
ば
古
代
に
お
け
る
「
文
化
事
業
」
や
「
百
科
便
覧
」
の
よ
う
な
趣

き
を
持
つ
史
料
と
し
て
も
理
解
さ
れ
て
き
た（

（
（

。
そ
の
主
要
な
写
本
と
し
て
は
、『
訳
注 

日
本
史
料　

延
喜
式
』
上
の
「
解
説
」
に
、
金
剛

寺
本
や
九
条
家
本
な
ど
の
近
世
以
前
の
古
写
本
を
初
め
と
す
る
二
十
二
本
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り（

（
（

、
そ
の
系
統
や
本
文
校
訂
な
ど
に
関
し
て

は
、
近
年
、
小
倉
慈
司
氏
が
網
羅
的
に
分
析
を
行
っ
て
い
る（

（
（

。
た
だ
し
、
本
稿
で
紹
介
す
る
三
条
西
実
隆
筆
『
延
喜
式
』
抄
出
本
（
以
下
、

「
本
資
料
」
と
呼
ぶ
（
は
、
長
く
そ
の
所
在
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
や
、
各
巻
か
ら
一
部
の
条
文
が
断
片
的
に
抄
出
さ
れ

た
写
本
と
い
う
性
格
も
あ
っ
て
か
、
ほ
と
ん
ど
紹
介
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た（

（
（

。
そ
の
た
め
本
稿
で
は
、
本
資
料
を
翻
刻
す
る
に
あ
た
り
、
ま

ず
そ
の
伝
来
と
書
誌
に
つ
い
て
紹
介
し
、
内
容
や
性
格
に
つ
い
て
簡
単
な
考
察
を
試
み
る
も
の
と
し
た
い
。



32

一
、
書
誌
と
伝
来

　

本
資
料
は
、
現
時
点
で
同
様
の
体
裁
の

巻
子
二
点
の
存
在
が
確
認
で
き
て
い
る
資

料
で
、
一
点
に
は
「
延
喜
式
第
十
一
至

四
十
六　

一
冊
」（
以
下
、仮
に
「
第
一
巻
」

と
呼
ぶ
（、
も
う
一
点
に
は
「
延
喜
式
第

卌
二
卌
三　

一
冊
」（
以
下
、
仮
に
「
第

二
巻
」
と
呼
ぶ
（
と
い
う
外
題
（
直
書
（

が
記
さ
れ
て
い
る
。
外
題
か
ら
も
察
せ
ら

れ
る
が
、
虫
損
の
形
状
や
紙
継
ぎ
の
状
況

か
ら
、
本
資
料
は
も
と
冊
子
装
（
袋
綴
（

で
あ
っ
た
の
を
巻
子
装
に
改
装
し
た
も
の

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
（
後
述
（。

　

そ
の
法
量
は
、
第
一
巻
が
本
紙

二
八
・
一
×
七
〇
七
・
四
㌢
、
第
二
巻
が
本

紙
二
八
・
一
×
七
九
八
・
二
㌢
で
、
冊
子
装

で
あ
っ
た
際
の
半
丁
あ
た
り
の
行
数
は
概

図１　�三条西実隆筆�
『延喜式』抄出本

（右が第一巻、左が第二巻）

図２　第一巻　第一・第二紙部分

図３　第一巻　第十七紙（挿入部分）
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ね
十
二
～
十
三
行
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
（
半
丁
ご
と
に
切
断
し
一
紙
と
し
て
い
る
（。
ま
た
特
に
第
一
巻
に
は
、
返
り
点
や
読
み
仮
名
・

送
り
仮
名
だ
け
で
な
く
、
音
合
符
・
訓
合
符
な
ど
も
多
く
、
一
部
に
は
声
点
の
よ
う
な
記
号
も
確
認
で
き
る
。

　

な
お
、
第
一
巻
は
『
延
喜
式
』
巻
十
一
太
政
官
か
ら
巻
四
十
九
兵
庫
寮
（
外
題
に
は
巻
四
十
六
〈
左
右
衛
門
府
〉
と
あ
る
が
（
に
わ
た

る
各
式
か
ら
主
に
朝
賀
儀
に
関
す
る
条
文
を
抄
出
す
る
一
方
、
第
二
巻
は
巻
四
十
二
左
右
京
職
と
巻
四
十
三
春
宮
坊
・
主
膳
監
・
主
殿
署

（
た
だ
し
主
殿
署
の
末
条
後
半
を
欠
く
（
を
逐
条
的
に
挙
げ
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
、
両
者
の
性
格
は
異
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
第
一
巻

の
第
十
七
紙
か
ら
第
二
十
五
紙
、
及
び
二
十
八
紙
は
、
行
数
や
一
行
当
た
り
の
字
数
な
ど
か
ら
、
他
の
部
分
と
は
異
な
る
体
裁
の
料
紙
が

組
み
込
ま
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
（
さ
ら
に
こ
の
部
分
に
は
朱
合
点
や
朱
線
も
付
さ
れ
て
い
る
（、
そ
の
紙
背
に
は
同
筆
に
よ
っ
て
藤
原
良

経
『
秋
篠
月
清
集
』（
元
久
元
年
〈
一
二
〇
四
〉
頃
成
立
（
の
一
部
が
書
写
さ
れ
て
い
る（

（
（

。

　

本
資
料
の
書
写
年
代
は
、
奥
書
等
が
な
い
た
め
に
明
確
で
は
な
い
が
、
第
二
巻
の
第
十
六
紙
と
第
十
七
紙
の
間
の
継
ぎ
目
付
近
に
あ
た

る
『
延
喜
式
』
巻
四
十
二
と
巻
四
十
三
の
間
に
は
「
天
文
四　

九　

十
八
了
」
と
あ
り
、
天
文
四
年
（
一
五
三
五
（
九
月
十
八
日
に
こ
の

部
分
の
書
写
等
の
作
業
が
完
了
し
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
な
お
、
書
写
者
に
つ
い
て
も
本
資
料
そ
の
も
の
だ
け
で
は
確
定
で
き
な
い
が
、

資
料
調
査
段
階
で
本
資
料
に
は
「
三
条
西
実
隆
筆　

延
喜
式　

二
巻
」
と
記
さ
れ
た
メ
モ
書
き
（
記
入
者
不
明
（
が
付
さ
れ
て
い
た
。

　

こ
こ
で
大
正
十
五
年
（
一
九
二
六
（
に
行
わ
れ
た
皇
典
講
究
所
・
全
国
神
職
会
に
よ
る
「
延
喜
式
撰
上
一
千
年
記
念
展
覧
会
」（
同
年

十
一
月
十
三
日
、
於
國
學
院
大
學
（
の
陳
列
目
録
を
参
照
す
る
と
、

　
　
　
　
　

〇
延
喜
式

　
　
　
（
一
（
写
本
（
略
（

三　

三
条
西
家
本

古
鈔
本

巻
五
〇

一
巻　

伯
爵 

三
条
西
実
義
氏
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四　

同

三
条
西
実
隆
手
抄

巻
一
一
至
巻
四
六

一
冊　

同

五　

同

巻
四
二
、
巻
四
三
（
末
欠
（　

一
冊　

同

と
記
さ
れ
て
い
る（

（
（

。
三
の
「
三
条
西
家
本
」（
巻
五
十
（
は
、
現
在
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
所
蔵
と
な
っ
て
い
る
鎌
倉
時
代
書
写
の
写

本
と
考
え
ら
れ
る
が（

（
（

、
実
隆
の
名
と
そ
の
構
成
か
ら
察
す
る
に
、
残
り
の
四
・
五
こ
そ
本
稿
で
紹
介
す
る
二
点
の
資
料
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
こ
こ
に
「
一
冊
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
大
正
末
年
の
段
階
で
は
ま
だ
巻
子
装
で
は
な
く
冊
子
装
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
続
い

て
反
町
茂
雄
の
『
弘
文
荘
在
庫
古
書
目
録
』（
昭
和
二
十
三
年
〈
一
九
四
八
〉（
に
は
、

　
　

一
六
五　

延
喜
式 

藤
原
忠
平
等
撰
、
天
文
四
年

三
条
西
実
隆
手
写

　

二
巻　

五
、八
〇
〇
圓

三
条
西
伯
爵
家
旧
蔵
。
現
存
二
巻
の
内
、
一
巻
は
延
喜
式
巻
第
十
一
乃
至
巻
第
四
十
六
の
抄
出
本
に
て
、
他
の
一
巻
は
巻
第

四
十
二
、四
十
三
の
二
巻
を
合
せ
収
む
（
前
者
の
紙
背
に
は
後
京
極
良
経
の
歌
集
秋
篠
月
清
集
の
一
部
百
十
一
首
を
写
し
て
あ
り
。

そ
の
本
文
は
若
干
考
勘
に
益
あ
り
。
亦
実
隆
の
筆
に
か
ゝ
る
（。
も
と
大
美
濃
判
一
頁
十
二
行
の
袋
綴
り
な
り
し
を
、
今
巻
子
に
改

装
せ
り
。
正
楷
謹
書
。
第
四
十
二
巻
の
末
に
、「
天
文
四
、九
、十
八
了
」
と
記
す
。
実
隆
と
し
て
は
最
も
晩
年
の
も
の
な
り
。

と
あ
る（

（
（

。
や
は
り
本
資
料
と
同
様
の
巻
構
成
で
あ
り
、
か
つ
本
資
料
の
巻
末
に
は
二
点
と
も
「
月
明
荘
」（
弘
文
荘
（
の
蔵
書
印
が
捺
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
第
一
巻
の
紙
背
や
第
二
巻
の
書
き
入
れ
も
右
の
情
報
と
全
く
同
じ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
資
料
と
大
正
十
五
年
時
の
冊

子
本
、
そ
し
て
昭
和
二
十
三
年
時
の
巻
子
本
は
、
全
て
同
一
の
写
本
と
み
て
よ
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

つ
ま
り
本
資
料
は
、
も
と
三
条
西
家
に
旧
蔵
さ
れ
た
も
の
が
、
大
正
十
五
年
か
ら
昭
和
二
十
三
年
（
一
九
四
八
（
ま
で
の
間
に
弘
文
荘

に
売
り
出
さ
れ
、
最
終
的
に
西
田
長
男
氏
の
所
蔵
と
な
っ
た
ま
ま
、
長
く
所
在
不
明
と
認
識
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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以
上
の
よ
う
に
、
本
資
料
が
三
条
西
実
隆
（
康
正
元
年
〈
一
四
五
五
〉
生
、
天
文
六
年
〈
一
五
三
七
〉
没
（
に
よ
る
抄
出
・
書
写
で
あ
る

と
す
る
と
、天
文
四
年
か
ら
さ
ほ
ど
遠
く
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
実
際
の
書
写
年
代
も
、た
し
か
に
実
隆
の
最
晩
年
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

二
、
内
容
の
検
討

　

次
に
本
資
料
の
内
容
に
つ
い
て
も
簡
単
に
検
討
し
て
お
き
た
い
。
な
お
、
前
述
の
よ
う
に
、
第
一
巻
は
『
延
喜
式
』
巻
十
一
太
政
官
以

降
の
各
式
か
ら
主
に
朝
賀
儀
に
関
し
て
抄
出
し
た
条
文
が
収
載
さ
れ
て
い
て
、第
二
巻
よ
り
特
徴
的
で
あ
る
た
め
、こ
こ
で
は
後
掲
の
「
翻

刻
」
と
と
も
に
第
一
巻
の
概
要
に
つ
い
て
の
み
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

　

後
掲
の
表
「『
延
喜
式
』
抄
出
条
文
一
覧
」
は
、
本
資
料
第
一
巻
に
抄
出
さ
れ
た
『
延
喜
式
』
各
巻
（
各
式
（
の
条
文
と
、
そ
の
該
当

箇
所
を
対
応
さ
せ
て
示
し
た
も
の
で
あ
る
（
条
文
番
号
と
条
文
名
は
『
訳
注 

日
本
史
料　

延
喜
式
』
を
参
照
し
た
（。
条
文
名
か
ら
も
わ

か
る
よ
う
に
、
一
見
し
て
朝
賀
儀
と
そ
れ
に
関
連
す
る
条
文
が
多
く
抄
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
前
述
の
『
秋
篠
月
清
集
』
の
紙

背
を
持
つ
部
分
（
以
下
、「
挿
入
部
分
」
と
す
る
（
を
除
く
と
、
巻
十
一
太
政
官
か
ら
巻
四
十
九
兵
庫
寮
に
及
ぶ
各
巻
か
ら
関
連
条
文
が

抄
出
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
順
序
は
必
ず
し
も
巻
数
に
よ
っ
て
い
な
い
。
概
観
す
る
に
、
前
半
は
巻
十
五
と
巻
二
十
八
の
間
に
巻
十
二
が
、

巻
二
十
八
と
巻
三
十
の
間
に
巻
十
七
が
、
巻
三
十
八
と
巻
四
十
五
の
間
に
巻
十
九
が
、
そ
し
て
巻
四
十
九
の
後
に
巻
四
十
一
・
四
十
三
が

入
り
込
む
こ
と
で
、
巻
数
が
順
番
通
り
に
な
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
巻
十
二
と
巻
二
十
八
、
巻
十
七
と
巻
三
十
、
巻
十
九
と
巻

四
十
五
、
巻
四
十
九
と
巻
四
十
一
が
同
紙
に
抄
出
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
少
な
く
と
も
こ
れ
ら
は
巻
子
に
改
装
す
る
際
な
ど
に

生
じ
て
し
ま
っ
た
錯
簡
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
実
隆
に
よ
る
抄
出
段
階
か
ら
こ
の
よ
う
な
順
序
が
意
図
さ
れ
て
い
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ

う
。
な
お
、
挿
入
部
分
に
続
く
後
半
は
、
再
び
巻
十
八
式
部
省
上
か
ら
抄
出
さ
れ
、
さ
ら
に
別
紙
で
あ
る
第
二
十
八
紙
が
挿
入
さ
れ
た
後
、
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最
終
的
に
巻
四
十
六
左
衛
門
府
の
条
文
が
抄
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
第
一
巻
に
は
「
第
十
一
至
四
十
六
」
と
い
う
外
題
が
付
さ
れ
た

の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
本
書
の
書
写
系
統
に
関
す
る
分
析
は
後
考
を
俟
つ
こ
と
と
す
る
が
、『
延
喜
式
』
全
体
で
「
朝
賀
」
の
語
句
を
載

せ
る
条
文
は
巻
十
一
太
政
官
・
巻
十
二
内
記
・
巻
十
三
中
宮
職
・
巻
十
九
式
部
省
下
・
巻
三
十
八
掃
部
寮
・
巻
四
十
三
春
宮
坊
に
あ
り
、

こ
の
う
ち
本
資
料
に
は
巻
十
三
中
宮
職
の
条
文
の
み
抄
出
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
本
式
を
伝
え
る
古
写
本
が
九
条
家
本
の
み
で
あ
っ
た

こ
と
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る（

（1
（

。

　

続
い
て
第
十
七
紙
か
ら
第
二
十
五
紙
の
挿
入
部
分
に
つ
い
て
み
て
み
る
。
表
に
示
し
た
よ
う
に
、
抄
出
の
範
囲
は
巻
一
四
時
祭
上
か
ら

巻
五
十
雑
式
に
及
ん
で
い
る
が
、
ほ
と
ん
ど
は
朝
賀
儀
に
関
連
し
な
い
条
文
で
あ
り
、
そ
の
抄
出
意
図
は
未
だ
判
然
と
し
な
い
。
こ
の
部

分
が
巻
子
へ
の
改
装
の
際
に
挿
入
さ
れ
た
の
か
、
そ
れ
以
前
か
ら
一
緒
に
存
在
し
た
の
か
も
判
然
と
し
な
い
が
、
外
題
「
巻
十
一
至

四
十
六
」
の
範
囲
に
は
合
致
し
な
い
こ
と
か
ら
、
別
の
意
図
を
持
っ
て
抄
出
さ
れ
た
部
分
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
な
お
、
こ
の

部
分
も
も
と
は
冊
子
装
（
袋
綴
じ
（
で
、
半
丁
あ
た
り
概
ね
十
一
行
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
（
後
掲
の
【
翻
刻
】
で
は
十
二
行
目
が

元
の
折
目
部
分
に
あ
た
る
（、
こ
ち
ら
は
袋
綴
じ
を
開
い
た
一
丁
を
一
紙
と
し
て
い
る
（
た
だ
し
、
第
二
十
八
・
二
十
九
紙
は
半
丁
ご
と
に

切
断
し
て
い
る
（。
ま
た
、
巻
の
順
序
は
前
後
し
て
お
り
、
紙
背
に
記
さ
れ
た
『
秋
篠
月
清
集
』
の
和
歌
も
順
序
が
前
後
し
て
い
る
が
（
註

６
参
照
（、
和
歌
を
順
序
通
り
に
並
べ
替
え
た
と
こ
ろ
で
、
表
面
の
『
延
喜
式
』
抄
出
条
文
が
順
序
通
り
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
、

こ
れ
ら
が
錯
簡
で
あ
る
の
か
意
図
さ
れ
た
姿
で
あ
る
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

　

ま
た
挿
入
部
分
の
う
ち
、
第
十
七
紙
の
九
行
目
か
ら
十
九
行
目
、
第
二
十
紙
の
十
七
行
目
か
ら
十
九
行
目
、
第
二
十
一
紙
の
八
行
目
か

ら
十
一
行
目
、
そ
し
て
第
二
十
五
紙
の
六
行
目
は
、
条
文
の
全
体
も
し
く
は
一
部
で
は
な
く
、
特
定
の
漢
字
語
句
の
み
を
抄
出
し
て
い
る

（
表
中
の
＊
を
付
し
た
部
分
（。
表
で
は
巻
数
（
式
名
（
や
抄
出
順
序
を
頼
り
に
、
該
当
す
る
条
文
番
号
・
条
文
名
を
推
定
し
た（

（（
（

。
こ
れ
ら

の
語
句
に
は
い
ず
れ
も
読
み
仮
名
が
振
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
れ
を
何
ら
か
の
法
則
（
抄
出
意
図
（
に
基
づ
い
て
抄
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出
し
た
語
句
と
み
る
よ
り
、
む
し
ろ
三
条
西
実
隆
自
身
が
各
巻
か
ら
難
読
な
語
句
を
抽
出
し
て
メ
モ
し
た
ノ
ー
ト
の
よ
う
な
性
格
の
も
の

と
推
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
挿
入
部
分
全
体
が
同
様
の
性
格
を
持
つ
も
の
と
も
考

え
ら
れ
る
。

　

そ
れ
で
は
挿
入
部
分
以
外
の
朝
賀
儀
に
関
す
る
条
文
の
抄
出
に
は
、
ど
の
よ
う
な
意
図
や
背
景
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い

て
は
本
資
料
に
何
ら
情
報
が
付
さ
れ
て
い
な
い
た
め
明
確
に
は
で
き
な
い
が
、
こ
こ
に
若
干
の
可
能
性
を
提
示
し
て
お
き
た
い
。
朝
賀
儀

は
、
毎
年
の
正
月
元
日
に
天
皇
が
大
極
殿
に
出
御
し
て
群
臣
か
ら
の
拝
賀
を
受
け
る
儀
で
あ
る
が
、
一
条
天
皇
の
正
暦
四
年
（
九
九
三
（

を
最
後
に
行
わ
れ
な
く
な
り
（『
権
記
』
同
年
正
月
一
日
条
「
今
日
有
二
朝
拝
一
、（
略
（」（、
代
わ
り
に
略
式
の
小
朝
拝
が
行
わ
れ
て
い

た（
（1
（

。
そ
の
た
め
、
三
条
西
実
隆
が
本
資
料
を
書
写
し
た
と
考
え
ら
れ
る
天
文
四
年
前
後
に
は
、
朝
賀
儀
は
当
然
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。

　

そ
こ
で
当
時
の
時
代
背
景
を
鑑
み
る
と
、天
文
四
年
は
後
奈
良
天
皇
の
治
世
で
あ
る
が
、当
時
の
後
奈
良
天
皇
は
大
永
六
年（
一
五
二
六
（

に
父
・
後
柏
原
天
皇
の
崩
御
に
伴
い
践
祚
し
て
九
年
余
り
経
て
も
、
未
だ
即
位
礼
を
挙
行
で
き
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
当
時
の
皇
室
財

政
の
衰
微
な
ど
の
要
因
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
即
位
礼
が
挙
行
で
き
た
の
は
翌
年
の
天
文
五
年
二
月
二
十
六
日
で
あ
っ
た
。
実
隆
の
日
記

で
あ
る
『
実
隆
公
記
』
に
天
文
四
年
の
も
の
は
現
存
し
て
い
な
い
が
、
享
禄
二
年
（
一
五
二
九
（
四
月
二
十
一
日
条
に
は
、
前
関
白
の
二

条
尹
房
が
実
隆
（
当
時
七
十
四
歳
（
に
命
じ
て
即
位
の
費
用
を
注
進
さ
せ
た
と
す
る
記
録
が
あ
る（

（1
（

。
さ
ら
に
実
隆
は
後
奈
良
天
皇
の
践
祚

に
か
か
る
費
用
に
つ
い
て
も
、
朝
廷
と
幕
府
間
を
奔
走
し
て
功
績
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
（『
実
隆
公
記
』
大
永
六
年
四
月（

（1
（

（。
毎
年

の
朝
賀
儀
と
一
代
に
一
度
の
即
位
礼
は
同
構
造
の
儀
式
で
あ
っ
た
（『
延
喜
式
』
巻
十
九
式
部
省
下
（0
朝
賀
条
「
元
正
朝
賀
、〈
即
位
准

此
、〉」（。
こ
の
こ
と
か
ら
類
推
す
る
な
ら
ば
、
好
学
の
実
隆
が
、
財
政
的
な
工
面
に
留
ま
ら
ず
、
即
位
礼
挙
行
の
実
現
に
あ
た
っ
て
そ
の

故
実
を
探
る
た
め
に
、
朝
賀
儀
に
関
す
る
『
延
喜
式
』
の
関
連
条
文
を
抄
出
書
写
し
参
照
し
て
い
た
と
し
て
も
、
さ
し
て
違
和
感
は
な
い
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も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る（

（1
（

。

　

以
上
、
本
資
料
の
書
誌
を
紹
介
し
、
三
条
西
家
か
ら
西
田
長
男
氏
ま
で
の
伝
来
の
流
れ
を
追
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
内
容
を
概
観
し
、
書

写
者
で
あ
る
三
条
西
実
隆
が
『
延
喜
式
』
の
う
ち
朝
賀
儀
に
関
す
る
条
文
を
抄
出
す
る
に
至
っ
た
当
時
の
事
情
を
探
り
、
本
資
料
の
性
格

に
つ
い
て
ご
く
簡
単
な
検
討
を
試
み
た
。
本
稿
は
主
に
本
資
料
を
翻
刻
し
、
そ
の
存
在
を
紹
介
す
る
目
的
の
も
の
で
あ
る
た
め
、
そ
の
内

容
や
書
写
系
統
に
関
す
る
詳
細
な
分
析
・
考
察
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
検
討
課
題
に
す
る
と
と
も
に
、
多
く
の
諸
賢
の
研
究
を
俟
つ
こ
と

と
し
た
い
。

註
（
（
（ 

本
資
料
群
に
つ
い
て
は
、現
在
、國
學
院
大
學
研
究
開
発
推
進
機
構
学
術
資
料
セ
ン
タ
ー
（
神
道
資
料
館
（
が
調
査
・
整
理
を
行
っ

て
い
る
。
同
資
料
群
の
中
に
は
、
本
資
料
以
外
に
も
複
数
の
『
延
喜
式
』
の
写
本
・
版
本
が
含
ま
れ
て
お
り
、
特
記
す
べ
き
写

本
と
し
て
、
西
田
長
男
氏
が
『
九
条
家
旧
蔵
冊
子
本　

延
喜
斎
宮
式
』
昭
和
五
十
三
年
、
國
學
院
大
學
神
道
史
学
会
に
て
紹
介

し
た
九
条
家
冊
子
本（
江
戸
時
代
前
期
写
（の
存
在
が
確
認
で
き
て
い
る
。
こ
ち
ら
に
つ
い
て
も
い
ず
れ
別
稿
に
て
紹
介
し
た
い
。

（
（
（ 

虎
尾
俊
哉
編
『
訳
注 

日
本
史
料　

延
喜
式
』
上
、
平
成
十
二
年
、
集
英
社
、
解
説
八
～
九
頁
。

（
（
（ 

同
上
二
〇
～
二
七
頁
。

（
（
（ 

①
小
倉
慈
司
「『
延
喜
式
』
巻
一
七
の
写
本
系
統
と
本
文
校
訂
」・
②
同
「『
延
喜
式
』
巻
五
校
訂
（
稿
（」（
と
も
に
『
国
立
歴
史

民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
二
一
八
、令
和
元
年
（、③
同
「
古
代
文
献
史
料
本
文
研
究
の
課
題
―
『
延
喜
式
』
を
中
心
に
―
」（『
九
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州
史
学
』
一
八
一
、
平
成
三
十
年
（
な
ど
。

（
（
（ 

同
上
小
倉
氏
論
文
③
の
註
（0
で
は
、
僅
か
に
本
資
料
の
存
在
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

（
（
（ 
各
紙
ご
と
の
紙
背
に
記
さ
れ
た
、『
秋
篠
月
清
集
』
に
お
け
る
和
歌
（
計
百
十
一
首
（
は
次
の
と
お
り
。
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
に
付
さ

れ
た
番
号
は
、『
新
編
国
歌
大
観
』
三
〈
私
家
集
編
Ⅰ　

歌
集
〉
昭
和
六
十
年
、
角
川
書
店
、
及
び
谷
知
子
・
平
野
多
恵
（
久
保

田
淳
監
修
（『
秋
篠
月
清
集
／
明
恵
上
人
歌
集
』〈
和
歌
文
学
大
系
六
〇
〉
平
成
二
十
五
年
、
明
治
書
院
を
参
照
し
た
。

　
　

 

第
十
七
紙
＝

（000
～

（0（（
番
、
第
十
八
紙
＝

（（（（
～

（（（（
番
、
第
十
九
紙
＝

（0（（
～

（0（（
番
、
第
二
十
紙
＝

（0（（
～

（0（（
番
、
第
二
十
一
紙
＝

（（（（
～

（（00
番
、
第
二
十
二
紙
＝

（（（0
～

（（（（
番
、
第
二
十
三
紙
＝

（（（（
～

（（（（
番
、
第
二
十
四
紙
＝

（（（（
～

（（（（
番
、
第
二
十
五
紙
＝

（（（（
～

（（（（
番

（
（
（ 「
延
喜
式
撰
上
一
千
年
記
念
展
覧
会
陳
列
目
録
」（『
國
學
院
雑
誌
』
三
三
―
三
、
昭
和
二
年
、
五
〇
頁
（。

（
（
（ 

吉
岡
眞
之
「
三
条
西
家
旧
蔵
『
延
喜
式
』
巻
五
十
・
雑
式
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
一
〇
八
、
平
成
十
五
年
（。

（
（
（ 

弘
文
荘
編
『
弘
文
荘
在
庫
古
書
目
録
』（
弘
文
荘
待
賈
古
書
目　

一
六
（、
昭
和
二
十
三
年
、
弘
文
荘
、
一
九
頁
。

（
（0
（ 

た
だ
し
、
そ
の
冒
頭
部
分
に
は
本
文
に
し
て
四
行
程
度
（
内
題
と
官
司
名
を
含
め
て
六
行
程
度
（
の
欠
損
が
み
ら
れ
る
。
な
お
、

『
訳
注 

日
本
史
料　

延
喜
式
』
中
、
平
成
十
九
年
、
集
英
社
は
、
こ
の
冒
頭
部
分
を
（
元
日
御
薬
条
と
（
朝
賀
条
の
二
条
に
分

け
て
い
る
が
（
一
五
九
頁
（、
後
の
「
延
喜
式
関
係
論
文
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」（
平
成
三
十
一
年
三
月
よ
り
公
開
（
の
「
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
概
要
」（https://w

w
w

.rekihaku.ac.jp/doc/gaiyou/boed.htm
l

（
で
は
、
項
目
説
明
【
史
料
】
に
お
い
て
、
こ

の
二
条
を
合
併
し
て
「
（
元
日
条
」
と
す
る
変
更
点
を
挙
げ
て
い
る
。

（
（（
（ 

第
二
十
五
紙
六
行
目
の
三
語
（
韁
鞚
・
籠
頭
・
刷
（
は
、
巻
四
十
八
全
体
に
該
当
す
る
条
文
が
多
数
あ
る
た
め
判
別
し
難
い
が
、

「
韁
鞚
」
の
同
式
で
の
初
出
条
文
を
挙
げ
る
な
ら
ば
（0
賀
茂
祭
走
馬
条
で
あ
り
、
ま
た
「
籠
頭
」「
刷
」
が
順
番
を
前
後
せ
ず
に

登
場
す
る
条
文
を
挙
げ
る
な
ら
ば
（（
行
幸
馬
具
条
で
あ
る
。
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（
（（
（ 

佐
野
真
人
『
古
代
天
皇
祭
祀
・
儀
礼
の
史
的
研
究
』
令
和
元
年
、
思
文
閣
出
版
。

（
（（
（ 『
実
隆
公
記
』
七
、
昭
和
三
十
二
年
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
四
〇
八
頁
。

（
（（
（ 『
実
隆
公
記
』
六
下
、
昭
和
三
十
七
年
、
続
群
書
類
従
完
成
会
。
ま
た
、
芳
賀
幸
四
郎
『
三
条
西
実
隆
』（
人
物
叢
書
（
昭
和

六
十
二
年
、
吉
川
弘
文
館
も
参
照
。
後
奈
良
天
皇
以
前
に
も
、
実
隆
は
践
祚
後
二
十
一
年
を
経
て
も
挙
行
で
き
て
い
な
か
っ
た

後
柏
原
天
皇
（
在
位
：
明
応
九
年
〈
一
五
〇
〇
〉
～
大
永
六
年
〈
一
五
二
六
〉（
の
即
位
礼
（
大
永
元
年
四
月
二
十
八
日
（
に
際

し
て
、
そ
の
費
用
に
関
し
て
奔
走
し
て
い
た
記
録
が
あ
る
。

（
（（
（ 

本
資
料
以
外
に
実
隆
が
『
延
喜
式
』
を
書
写
し
た
記
録
と
し
て
、『
実
隆
公
記
』
永
正
元
年
閏
三
月
二
十
四
日
条
に
「
延
喜
式
第

二
〈
禁
裏
御
本
、〉
今
日
立
筆
」、
ま
た
同
四
月
四
日
条
に
「
延
喜
式
第
二
終
日
書
写
之
、
終
書
写
功
了
、」
と
あ
る
。
ま
た
天
文

四
年
七
月
二
十
日
に
は
、
実
隆
の
子
で
あ
る
権
大
納
言
の
公
条
が
即
位
の
調
度
を
点
検
し
た
と
の
記
録
が
あ
る
（『
後
奈
良
院
宸

記
』
同
日
条
〈『
宸
記
集
』
上
、
昭
和
四
十
九
年
、
芸
林
舎
〉（。

〔
付
記
〕

　

本
研
究
は
、
國
學
院
大
學
研
究
開
発
推
進
機
構
学
術
資
料
セ
ン
タ
ー
（
神
道
資
料
館
部
門
（
に
お
け
る
研
究
事
業
「
神
道
関
連
資
料
の

整
理
分
析
と
神
道
史
の
再
検
討
」
の
成
果
の
一
端
で
あ
る
。

　

本
稿
の
執
筆
に
あ
た
り
、
西
田
長
男
先
生
の
ご
遺
族
よ
り
本
資
料
の
閲
覧
及
び
調
査
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、『
延
喜
式
』
諸

本
群
に
お
け
る
本
資
料
の
比
定
に
関
し
て
、
小
倉
慈
司
氏
に
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
末
筆
な
が
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
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『
延
喜
式
』
抄
出
条
文
一
覧

抄
出
巻

抄
出
条

該
当
箇
所

備
考

巻
（（

太
政
官

（（

朝
賀
条

第
一
紙
（
～
（
行
目

巻
（（

縫
殿
寮

（（

御
礼
服
条
（
一
部
（

第
一
紙
（0
行
目

巻
（（

内
蔵
寮

（（

元
日
装
束
条

第
一
紙
（（
行
目
～
第
二
紙
（
行
目

（0

元
日
威
儀
具
条

第
二
紙
（
～
（
行
目

（（

御
礼
服
条

第
二
紙
（0
～
（（
行
目

（（

高
御
座
帊帊
条

第
二
紙
（（
行
目

巻
（（

中
務
省

（

大
儀
条

第
三
紙
（
～
（0
行
目

（

威
儀
条

第
三
紙
（（
～
（（
行
目

（

版
位
条

第
三
紙
（（
行
目

（（

宣
命
版
条

第
四
紙
（
～
（
行
目

巻
（（

兵
部
省

（

元
日
条

第
四
紙
（
～
（
行
目
部
分
（
翻
刻
註
（
（（
（
参
照
（

隼
人
司

（

大
儀
条

第
四
紙
（
～
（0
行
目

（

習
吠
条

第
四
紙
（（
～
（（
行
目

巻
（（

内
匠
寮

（

大
極
殿
飾
条

第
五
紙
（
～
（
行
目

巻
（0

大
蔵
省

（

元
正
条

第
五
紙
（
～
（（
行
目

巻
（（

主
殿
寮

（（

正
月
元
日
条

第
六
紙
（
～
（
行
目

巻
（（

掃
部
寮

（（

元
正
条

第
六
紙
（
～
（（
行
目

巻
（（

式
部
省
下

（0

朝
賀
条

第
七
紙
（
行
目
～
第
八
紙
（
行
目

巻
（（

左
右
近
衛
府

（

大
儀
条

第
八
紙
（（
行
目
～
第
九
紙
（（
行
目

巻
（（

左
右
衛
門
府

（

大
儀
条

第
十
紙
（
行
目
～
第
十
一
紙
（
行
目

巻
（（

左
右
兵
衛
府

（

大
儀
条

第
十
一
紙
（
行
目
～
第
十
二
紙
（
行
目
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巻
（（

兵
庫
寮

（

元
日
即
位
条

第
十
二
紙
（
～
（（
行
目

（

大
儀
条

第
十
二
紙
（（
行
目
～
第
十
三
紙
（
行
目

（

撃
鉦
鼓
人
条

第
十
三
紙
（
～
（0
行
目

（

大
儀
撃
鉦
鼓
条

第
十
三
紙
（（
行
目
～
第
十
四
紙
（
行
目

巻
（（

弾
正
台

（0

元
正
条

第
十
四
紙
（
～
（
行
目

（（

朝
拝
条

第
十
四
紙
（
～
（
行
目

巻
（（

春
宮
坊

（

朝
賀
条

第
十
五
紙
（
行
目
～
第
十
六
紙
（
行
目

巻
（

四
時
祭
上

（

大
中
小
祀
条
（
一
部
（

第
十
七
紙
（
～
（
行
目

挿入部分（紙背あり）

（

祭
日
条

第
十
七
紙
（
～
（
行
目

（

祈
年
祭
官
幣
条
（
一
部
（

第
十
七
紙
（
～
（0
行
目

（

春
日
祭
条

第
十
七
紙
（（
～
（（
行
目

（（

平
岡
祭
条

第
十
七
紙
（（
行
目
（
朸
～
和
布
（
＊

（（

鎮
花
祭
条

第
十
七
紙
（（
行
目
（
迤
・
短
女
坏
（
＊

（（

松
尾
祭
条

第
十
七
紙
（（
行
目
（
貲
布
二
端
（
＊

（（

神
今
食
条

第
十
七
紙
（（
～
（（
行
目
（
蚡
鰭
槽
二
隻
・
両
般
（
＊

（（

大
殿
祭
条

第
十
七
紙
（（
行
目
（
木
綿
鬘
襷
（
＊

巻
（

四
時
祭
下

（

伊
勢
神
嘗
祭
条

第
十
七
紙
（（
行
目
（
神
嘗
祭
～
潔
（
＊

巻
（

臨
時
祭

（（

神
司
遭
喪
条

第
十
八
紙
（
～
（
行
目

（（

神
部
百
姓
条

第
十
八
紙
（
行
目

（（

触
穢
応
忌
条

第
十
八
紙
（
～
（
行
目

（0

弔
喪
条

第
十
八
紙
（
～
（
行
目

（（

改
葬
傷
胎
条

第
十
八
紙
（0
～
（（
行
目

（（

致
散
斎
条

第
十
八
紙
（（
～
（（
行
目



43 〔西田長男旧蔵〕三条西実隆筆『延喜式』（抄）の翻刻・紹介

（（

無
服
殤
条

第
十
八
紙
（（
行
目

（（

懐
妊
月
事
条

第
十
八
紙
（（
～
（（
行
目

（（

甲
乙
触
穢
条

第
十
八
紙
（（
～
（（
行
目

（（

触
失
火
条

第
十
八
紙
（（
行
目

（（

神
社
修
理
条

第
十
九
紙
（
～
（
行
目

（0

神
社
四
至
条

第
十
九
紙
（
行
目

（（

鴨
社
南
辺
条

第
十
九
紙
（
行
目

（（

亀
甲
条
（
一
部
（

第
十
九
紙
（
行
目

（（

神
宮
司
季
禄
条
（
一
部
（

第
十
九
紙
（
～
（
行
目

巻
（

伊
勢
大
神
宮

（
条
文
の
抄
出
な
し
（

巻
（

斎
宮

（

定
斎
王
条
（
一
部
（

第
二
十
紙
（
～
（
行
目

（

祓
禊
条

第
二
十
紙
（
～
（
行
目

（

木
綿
賢
木
条

第
二
十
紙
（0
行
目

（

忌
詞
条

第
二
十
紙
（（
～
（（
行
目

（（

野
宮
月
料
条

第
二
十
紙
（（
行
目
（
鰯
・
豉
（
＊

（（

正
月
三
節
料
条

第
二
十
紙
（（
行
目
（
熬
海
鼠
（
＊

（（

七
月
節
条

第
二
十
紙
（（
行
目
（
熟
苽
一
百
顆
（
＊

（（

造
備
雑
物
条

第
二
十
紙
（（
行
目
（
皺
文
韉
・
木
賊
（
＊

（（

正
月
三
節
料
条

第
二
十
紙
（（
行
目
（
調
布
十
三
段
・
褠
襅
料
八
尺
（
＊

（（

河
頭
禊
祓
料
条

第
二
十
紙
（（
行
目
（
荒
服
料
布
・
輦
籠
（
＊

（（

供
新
嘗
料
条

第
二
十
紙
（（
行
目
（
弓
絃
葉
一
荷
（
＊

（0

斎
宮
鋪
設
条

第
二
十
紙
（（
行
目
（
楉
牀
一
張
（
＊

（（

調
庸
雑
物
条

第
二
十
紙
（（
行
目
（
雑
魚
・
山
薑
（
＊

巻
（（

兵
庫
寮

（

元
日
即
位
条

第
十
二
紙
（
～
（（
行
目

（

大
儀
条

第
十
二
紙
（（
行
目
～
第
十
三
紙
（
行
目

（

撃
鉦
鼓
人
条

第
十
三
紙
（
～
（0
行
目

（

大
儀
撃
鉦
鼓
条

第
十
三
紙
（（
行
目
～
第
十
四
紙
（
行
目

巻
（（

弾
正
台

（0

元
正
条

第
十
四
紙
（
～
（
行
目

（（

朝
拝
条

第
十
四
紙
（
～
（
行
目

巻
（（

春
宮
坊

（

朝
賀
条

第
十
五
紙
（
行
目
～
第
十
六
紙
（
行
目

巻
（

四
時
祭
上

（

大
中
小
祀
条
（
一
部
（

第
十
七
紙
（
～
（
行
目

挿入部分（紙背あり）

（

祭
日
条

第
十
七
紙
（
～
（
行
目

（

祈
年
祭
官
幣
条
（
一
部
（

第
十
七
紙
（
～
（0
行
目

（

春
日
祭
条

第
十
七
紙
（（
～
（（
行
目

（（

平
岡
祭
条

第
十
七
紙
（（
行
目
（
朸
～
和
布
（
＊

（（

鎮
花
祭
条

第
十
七
紙
（（
行
目
（
迤
・
短
女
坏
（
＊

（（

松
尾
祭
条

第
十
七
紙
（（
行
目
（
貲
布
二
端
（
＊

（（

神
今
食
条

第
十
七
紙
（（
～
（（
行
目
（
蚡
鰭
槽
二
隻
・
両
般
（
＊

（（

大
殿
祭
条

第
十
七
紙
（（
行
目
（
木
綿
鬘
襷
（
＊

巻
（

四
時
祭
下

（

伊
勢
神
嘗
祭
条

第
十
七
紙
（（
行
目
（
神
嘗
祭
～
潔
（
＊

巻
（

臨
時
祭

（（

神
司
遭
喪
条

第
十
八
紙
（
～
（
行
目

（（

神
部
百
姓
条

第
十
八
紙
（
行
目

（（

触
穢
応
忌
条

第
十
八
紙
（
～
（
行
目

（0

弔
喪
条

第
十
八
紙
（
～
（
行
目

（（

改
葬
傷
胎
条

第
十
八
紙
（0
～
（（
行
目

（（

致
散
斎
条

第
十
八
紙
（（
～
（（
行
目
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巻
（0

大
学
寮

（（

前
享
一
日
条
（
一
部
（

第
二
十
一
紙
（
～
（
行
目

（（

饋
享
条
（
一
部
（

第
二
十
一
紙
（
～
（
行
目

巻
（（

主
計
寮
上

（

諸
国
調
条

第
二
十
一
紙
（
行
目
（
蠣
～
嶋
蒜
（
＊

巻
（（

木
工

（0

鉄
工
条

第
二
十
一
紙
（（
行
目
（
挙
鎹
（
＊

（

雑
作
条

第
二
十
一
紙
（（
行
目
（
簴
（
＊

巻
（0

雑
式

（

輦
車
腰
輿
条

第
二
十
一
紙
（（
～
（（
行
目

巻
（（

兵
部
省

（（

軍
団
毅
条

第
二
十
二
紙
（
～
（
行
目

（（

軍
毅
補
任
条
（
一
部
（

第
二
十
二
紙
（
～
（
行
目

巻
（（

雅
楽
寮

（（

絃
糸
条
（
一
部
（

第
二
十
二
紙
（0
～
（（
行
目

玄
蕃
寮

（（

威
僧
条
（
一
部
（

第
二
十
二
紙
（（
～
（（
行
目

巻
（（

太
政
官

（

庶
務
条
（
一
部
（

第
二
十
三
紙
（
～
３
行
目

（

時
刻
条

第
二
十
三
紙
（
～
（
行
目

（0

任
僧
綱
条
（
一
部
（

第
二
十
三
紙
（
～
（
行
目

巻
（（

内
蔵
寮

（（

年
料
梳
条
（
一
部
（

第
二
十
三
紙
（（
行
目

（（

諸
司
年
料
条
（
一
部
（

第
二
十
三
紙
（（
～
（（
行
目

巻
（（

陰
陽
寮

（

漏
刻
条
（
一
部
（

第
二
十
三
紙
（（
行
目

（

暦
本
条

第
二
十
三
紙
（0
～
（（
行
目

（（

諸
時
撃
鼓
条

第
二
十
三
紙
（（
～
（（
行
目

巻
（（

内
蔵
寮

（（

正
月
七
日
条

第
二
十
四
紙
（
～
（
行
目

巻
（（

宮
内
省

（（

給
饗
条

第
二
十
四
紙
（
～
（
行
目

巻
（（

左
右
衛
門
府

（

中
儀
（
一
部
（

第
二
十
五
紙
（
行
目

巻
（（

左
右
馬
寮

（
該
当
条
多
数
（

第
二
十
五
紙
（
行
目
（
韁
鞚
～
刷
（
＊

巻
（（

式
部
省
上

（

元
正
行
列
次
第
条

第
二
十
六
紙
（
～
（
行
目
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（

非
執
政
条

第
二
十
六
紙
（
行
目

（

前
参
議
以
上
条

第
二
十
六
紙
（
行
目

（

容
儀
違
礼
条
（
一
部
（

第
二
十
六
紙
（
行
目

（（

深
履
条

第
二
十
六
紙
（
行
目

（（（

文
章
生
試
条

第
二
十
六
紙
（
～
（0
行
目

（（（

大
臣
曾
孫
条

第
二
十
六
紙
（（
行
目

（（（

訳
語
条

第
二
十
六
紙
（（
行
目

巻
（（

式
部
省
下

（（

七
日
叙
位
条

第
二
十
七
紙
（
～
（0
行
目

巻
（（

左
右
近
衛
府

（

中
儀
条

第
二
十
八
紙
（
～
（
行
目

挿入部分

（

小
儀
条

第
二
十
八
紙
（
～
（
行
目

（

節
会
条

第
二
十
八
紙
（0
行
目
～
第
二
十
九
紙
（
行
目

巻
（（

左
右
近
衛
府

（（

青
馬
条

第
三
十
紙
（
～
（
行
目

（（

供
奉
行
幸
条
（
一
部
（

第
三
十
紙
（
～
（
行
目

（（

薬
玉
料
条
（
一
部
（

第
三
十
紙
（
行
目

（（

駕
輿
丁
条
（
一
部
（

第
三
十
紙
（
行
目

巻
（（

左
右
衛
門
府

（（

行
夜
条

第
三
十
一
紙
（
行
目

巻
（0

大
学
寮

（（

前
享
一
日
条
（
一
部
（

第
二
十
一
紙
（
～
（
行
目

（（

饋
享
条
（
一
部
（

第
二
十
一
紙
（
～
（
行
目

巻
（（

主
計
寮
上

（

諸
国
調
条

第
二
十
一
紙
（
行
目
（
蠣
～
嶋
蒜
（
＊

巻
（（

木
工

（0

鉄
工
条

第
二
十
一
紙
（（
行
目
（
挙
鎹
（
＊

（

雑
作
条

第
二
十
一
紙
（（
行
目
（
簴
（
＊

巻
（0

雑
式

（

輦
車
腰
輿
条

第
二
十
一
紙
（（
～
（（
行
目

巻
（（

兵
部
省

（（

軍
団
毅
条

第
二
十
二
紙
（
～
（
行
目

（（

軍
毅
補
任
条
（
一
部
（

第
二
十
二
紙
（
～
（
行
目

巻
（（

雅
楽
寮

（（

絃
糸
条
（
一
部
（

第
二
十
二
紙
（0
～
（（
行
目

玄
蕃
寮

（（

威
僧
条
（
一
部
（

第
二
十
二
紙
（（
～
（（
行
目

巻
（（

太
政
官

（

庶
務
条
（
一
部
（

第
二
十
三
紙
（
～
３
行
目

（

時
刻
条

第
二
十
三
紙
（
～
（
行
目

（0

任
僧
綱
条
（
一
部
（

第
二
十
三
紙
（
～
（
行
目

巻
（（

内
蔵
寮

（（

年
料
梳
条
（
一
部
（

第
二
十
三
紙
（（
行
目

（（

諸
司
年
料
条
（
一
部
（

第
二
十
三
紙
（（
～
（（
行
目

巻
（（

陰
陽
寮

（

漏
刻
条
（
一
部
（

第
二
十
三
紙
（（
行
目

（

暦
本
条

第
二
十
三
紙
（0
～
（（
行
目

（（

諸
時
撃
鼓
条

第
二
十
三
紙
（（
～
（（
行
目

巻
（（

内
蔵
寮

（（

正
月
七
日
条

第
二
十
四
紙
（
～
（
行
目

巻
（（

宮
内
省

（（

給
饗
条

第
二
十
四
紙
（
～
（
行
目

巻
（（

左
右
衛
門
府

（

中
儀
（
一
部
（

第
二
十
五
紙
（
行
目

巻
（（

左
右
馬
寮

（
該
当
条
多
数
（

第
二
十
五
紙
（
行
目
（
韁
鞚
～
刷
（
＊

巻
（（

式
部
省
上

（

元
正
行
列
次
第
条

第
二
十
六
紙
（
～
（
行
目
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【
凡
例
】

一
、
漢
字
は
原
則
と
し
て
通
用
の
字
体
に
改
め
た
。

一
、 
本
文
や
割
注
の
改
行
は
、で
き
る
だ
け
資
料
と
近
い
形
に
な
る
よ
う
に
し
、行
頭
に
は
五
行
ご
と
に
行
数
（
ロ
ー
マ
数
字
（
を
付
し
た
。

一
、 

返
り
点
や
読
み
仮
名
・
送
り
仮
名
、
ま
た
朱
合
点
（　
　

（
や
音
合
符
（
〇
―

〇
（・
訓
合
符
（
〇
―

〇
（、
傍
線
な
ど
も
で
き
る
だ
け

資
料
と
近
い
形
に
な
る
よ
う
に
付
し
た
。
た
だ
し
、
朱
に
よ
る
区
切
り
点
は
煩
雑
を
避
け
る
た
め
省
略
し
た
。

一
、
読
点
は
『
訳
注 
日
本
史
料　

延
喜
式
』
を
参
考
に
し
、
適
宜
付
し
て
い
る
が
、
句
点
は
用
い
て
い
な
い
。

一
、 

見
せ
消
ち
が
施
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
訂
正
後
の
文
字
を
示
し
、
該
当
す
る
翻
刻
註
に
て
元
の
字
を
示
し
た
。
ま
た
、
挿
入
符
は

「
◦
」
で
示
し
、
右
傍
に
挿
入
す
る
文
字
を
示
し
た
。

一
、 

紙
幅
の
都
合
上
、
諸
写
本
と
の
異
同
は
示
さ
ず
、
最
新
の
活
字
本
で
あ
る
『
訳
注 

日
本
史
料　

延
喜
式
』（「
訳
注
本
」
と
略
称
（

と
の
異
同
を
翻
刻
註
で
示
す
に
留
め
た
（
該
当
す
る
訳
注
本
で
の
対
校
は
カ
ッ
コ
内
に
示
し
て
い
る
（。
た
だ
し
、「
々
」
の
使
用
や

「
着
」
と
「
著
」
な
ど
の
差
異
に
つ
い
て
は
省
略
し
た
。
ま
た
、
割
注
内
の
複
数
の
異
同
は
一
つ
の
註
に
ま
と
め
て
い
る
。

一
、
本
資
料
に
は
各
所
に
声
点
と
み
ら
れ
る
記
号
も
付
さ
れ
て
い
る
が
、
煩
雑
と
な
る
た
め
以
下
の
本
文
中
に
は
付
し
て
い
な
い
。

一
、
諸
本
の
略
称
は
以
下
の
と
お
り
（
た
だ
し
、
列
記
の
場
合
は
「
本
」
字
も
省
略
（。

　
　
「
剛
本
」
＝
金
剛
寺
本
、「
九
本
」
＝
九
条
家
本
、「
閣
本
」
＝
内
閣
文
庫
本
、「
梵
本
」
＝
梵
舜
本
、

　
　
「
梵
別
本
」
＝
梵
舜
別
本
（
元
和
二
年
本
（、「
塙
本
」
＝
塙
本
（
東
大
史
料
編
纂
所
（、

　
　
「
土
本
」
＝
土
御
門
本
（
旧
田
中
文
庫
本
（
＝
訳
注
本
底
本
、「
井
本
」
＝
井
上
本
、「
壬
本
」
＝
壬
生
本
、

　
　
「
貞
本
」
＝
貞
享
本
、「
藤
本
」
＝
藤
波
家
本
、「
考
異
」
＝
雲
州
本
考
異
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【
翻
刻
】

１
延
喜
式
巻
第
十
一 

蔵
書
印
「
西
田
蔵
書
」

太
政
官

凡
元
日
天
皇
受
皇
太
子
及
群
臣
朝
賀ヲ

、
弁
官
預
仰テ

諸
司ニ
一、
弁
備
庶（

（
（

事ヲ
一
装

束
、
弁
史
等
行
事
、

余
節

准
此
、 

前ノ

月ノ

十
三
日ニ

、
大
臣
預
点
殿
上
侍
従
四
人
、
左
右
各
二

５
人
、

三
位
二
人
、
或
以
親
王

為
之
、
四
位
二
人
、

少
納
言
二
人
、

若
有
闕
者

権
任
、

奏
賀
奏
瑞
各
一
人
、

簡
四
位
已
上

堪
事
者
為
之
、 

奏
聞テ

定

之
、

事
見

儀
式
、

　

第
十
四　

縫
殿
式

（0
元
日
御
礼
服
、
前
二
日ニ

受テ

内
蔵
寮
、
熨
脩テ

即
付
本
寮ニ

、

　

第
十
五　

内
蔵
寮

元
正　

ニ
ハ

預
前　

ニ

装
―

飾　
セ
シ
ム

大
極
殿ニ
一、
鳳
形
九
隻
、
順
―

鏡音
仰

廿
五
面
、
玉　

ノ

幡
八
旒
、
玉　

ノ

冒
甲
十
六
條
、
障 

」（
第
一
紙
（

１
子
十
二
枚
、

韓
紅
花　

ノ

綾　
ノ

表
、
白
綾　

ノ

裏
、帳
二
條
、

浅
紫　

ノ

綾　
ノ

表
、

緋　
ノ

綾　
ノ

裏
、

上
敷　

ノ

両
面
二
條
、
下
敷　

ノ

布
帳
一
條
、

已
上　

ハ

高

御
座　

ノ

料
、錦　

ノ

幔

一
條
、
緋　

ノ

綱
八
條
、
漆　

ノ

土
居
桁
柱
二
具
、
土
敷　

ノ

布
帳
卅
七
條
、
鎮
子　

ノ

鐵
一
百
廿
廷
、

廷
別

納　
タ
リ

帒
、 

与
内

匠
、
主
殿
、
掃
部
等　

ノ

寮
共　

ニ

依テ
レ
例　

ニ

装
束
、
従
小
安
殿
至
高
御
座　

ニ

之
間ニ

、
敷　

テ

両
面ヲ
一
為
御
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道
一、
其　

ノ

日　
ノ

駈
使　

ハ

以
左
右
衛
士
各
十
人ヲ
一
充ヨ
レ
之
、

５
同
節　

ノ

威
儀
屏
―

繖
二
具
、
圓マ

ル
―

（
（

大
也（

翳カ
ク
シ、

圓マ
ル

―

（
（

小
也（

羽ハ

、
各
廿
柄
、
横ヨ

コ
―

羽ハ

十
六
柄
、
杖
、
如
意
、
蝿
拂
各

四
枚
、
笠
四
枚
、
挂ウ

チ
カ
ケ

―

甲
　
ヨ
ロ
ヒ

二
領
、
刀タ

チ

十
六
口
、
桙
八
口
、
弓
十
六
張
、
胡ヤ

ナ
ク
ヒ籙

十
六
具
、

色
別　

ニ

有

帒
并
櫃
、

並
待
省
符　

ノ

到ヲ
一
充
大
舎
人
寮
、
前
節
二
日ニ

、
胡ア

ク
ラ

―

床
二（

（
（

張
付
掃
部
寮ニ
一、
柳
筥
八
合

付
大
蔵
省ニ
一、
又
八
合ハ

寮ノ

允
属
各
一
人
、
率テ

蔵
ト
モ
ノ
ミ
ヤ
ツ
コ

部
八
人ヲ
一、
懸
レ
頸ニ

抱テ
レ
胸ニ

列テ

左
威
―

儀ニ

、
蔵
部　

ハ

着
当
色ヲ

、

楊
筥　

ハ

納
錦

ノ
囊ニ

、

（0
元
日ノ

御
礼
―

服ノ

玉ノ

冠御
カ
ウ
フ
リ

、
牙ノ

笏
等ハ

、
当
日ノ

平
旦ニ

、
寮ノ

官
人
於
大
極ノ

◦後

殿ノ

下ニ

持テ

候
之
、

隨テ

内
侍ノ

宣ニ
一
進ル

之
、

大
極
殿ノ

高
御
座ノ
帊帊オ

ホ
ヒ

一
條
、

黄ノ

表
帛ノ

裏
、
長

一
丈
五
尺
、
六
幅
、 

若
有ハ

破
損
、
隨テ

即
申
省ニ

、

 

」（
第
二
紙
（

１
延
喜
式
巻
第
十
二

中
務
省

凡
大
―

儀ノ

日
、
輔ハ

着シ
二
浅
紫ノ

襖
、
金
―

銀
装ノ

腰
―

帯
、
金
銀
装
横音

王
―

刀音
濤

、
烏ク

リ
―

皮カ
ハ
ノ

靴ヲ
一、
策
着ツ

ケ
タ
ル

レ
幟ハ

タ

殳ホ
コ

、
丞
并テ

内
―

舎
―

人ハ

皂ノ

緌オ
イ
カ
ケ、

緋ノ

襖
、
挂ウ

チ
カ
ケ

甲ヨ
ロ
ヒ、
白
布
―

帯
、
横
―

刀
、
弓
箭
、
麻
―

鞋
、
其ノ

日

５
依テ
レ
時
―

尅ニ

、（
（
（

輔
丞
各
二
人
相
分テ

率テ
二
内
―

舎
―

人ヲ
一、
大
極
殿ノ

前
庭
近
衛ノ

陣ノ

以
南ニ

隊
之
、

内
舎
人
不
足
者
、
権　

ニ

補　
セ
ヨ

卅
人　

ヲ

、
大
舎
人
十
人
、
内
豎
廿
人
、
有
品
親
家
十
人
、
省
直　

ニ

仰　
テ

令　
テ

進
名
簿　

ヲ

便
補
之

（
（
（

、

其
名
簿　

ニ
ハ

具
注
父
祖　

ノ

官
位
、
蕃
客
入
朝
之
時
、
待
太
政
官
所
下
名
簿　

ヲ
一
補
之
、

各
居ル

胡
床ニ

、
其
輔　

ノ

胡
床　

ニ
ハ

以

虎　
ノ

皮　
ヲ

一
敷
之
、
光（

（
（

纛音
道

幡
二
旒
、

預
堀　

テ
レ
穴　

ヲ

樹タ

管ツ
ツ

柱　
ヲ

一、

鉦（
（
（

―

鼓
各
二
面
、

並
有
簨

篪
并
槌ツ

チ

、 

寅ノ

一
尅ニ

撃
二
装
―

束ノ

鼓
一、三
尅

ニ
列
―

陳ノ

鼓（
（
（

、
卯ノ

一
尅ニ

進
鼓
、

其　
レ

撃
鉦
鼓
人
、
執
夫
及
執

（
（1
（―

纛　
ノ

夫
等　

ハ

、
並　

ニ

兵
庫
寮
之
、

丞
二
人
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分テ

率テ

内
舎
人ヲ
一、
供
奉
駕ノ

前ニ

、
天
皇
・
・

（
（（
（

極ノ

後
殿ニ
一、
即
分テ

就
胡ア

ク
ラ床

一、ニ

禮
―

畢テ

（0
駕
還　

ラ
ン
ト
キ

供
奉　

セ
ン
ヿ

如
レ
初ノ

、
事
見

儀
式
一、

凡
供
奉
威
―

儀ニ

官
人ノ

、
緌
、
腰
―

帯
、
布
―

帯
、
横
刀
、
弓
箭
、
靴
等ハ

並
ニ

私ニ

備　
ヘ
ヨ

之
、
自
余ハ

收テ
レ
省ニ

臨

レ
時ニ

出イ
タ
シ

用
、
但
敷
胡
―

床ニ
一
虎ノ

皮ハ

、
奏
―

請テ

内
蔵
寮ニ
一、
事
―

了テ

返
―

上
、

凡
元
会ニ

ハ、
前
一
日ニ

録
率テ

史
生
、
省
掌
等ヲ
一、
置ケ
二
版
位ヲ

於
大
極
殿ノ

前
龍
尾
道ノ

上ニ
一、

其
数
并
相
去

丈
―

尺　
ハ

、
見
儀
式
、 

」（
第
三
紙
（

１
凡
内
裏ニ

応
有
宣
命
者
、
丞
執テ

版
位ヲ
一、
入テ

自
承
明
門ノ

左ノ

扉
、
置
二
於
尋
常ノ

版
位ノ

以
北
相
去
一

許
丈ニ
一、
事
訖テ

更ニ

入テ

撤セ
シ
ム、

　

第
廿
八兵

部
省（

（1
（

元
日ノ

平
旦ニ

、
丞
、
録
各
一
人
東
西
相
分テ

、
将テ
二
史
生
、
省
掌
等ヲ
一、
共ニ

入テ

八
省
院ニ
一、
検
―下
校ス

兵
庫ノ

幢

旗
、
諸
―

衛ノ

儀
―

仗
及
隼
人
等ノ

陣ヲ
上、

若
有
闕
―

失
者
、
即
令
改
―

正　
メ

、
後
日

追　
テ

勘
本
司　

ヲ
一、
余　

ノ

儀
准
レ
此　

ニ

、

閤
―

外ノ

大
臣
就テ
二
朝
集
堂ニ
一、

召
兵
部
省ヲ
一、
即
丞
入テ

受
レ
命ヲ

、
出テ

令メ
二
兵
庫
寮ニ
一
撃
二
外
弁ノ

鼓ヲ
一、

事
見

儀
式
、

５
隼
人
司

凡
元
―

日
即
位
及
蕃
―

客
入
朝
等
儀ニ

ハ、
官
人
三
人（

（1
（

、
史
生
二
人
率テ
二
大
衣
二
人
、
番
上ノ

隼
人
廿
人
、
今
―

来ノ

隼
人
廿
人
、
白
丁ノ

隼
人
一
百
卅
二
人ヲ
一、
分
陣
応
天
門ノ

外
之
左
右ニ

、
蕃
客　

ノ

入
朝　

ニ

、
天
皇

不
臨
軒　

ニ

者
不
陣
、
群
官

初
入ニ

自
胡
床
起テ

、
今
来ノ

隼
人
発
吠
声ヲ

三
―

節
、

蕃
客
入
朝　

ニ
ハ、

不
在
吠
限　

ニ

、
其
官
人ハ

着ル

当
色
横
―

刀ヲ

、
大
衣

及
番
上ノ

隼
人ハ

◦着

当
色
、
横
刀
、
白
赤
木
―

綿ノ

耳
形ノ

鬘
、
自
余ノ

隼
人ハ

皆
着
大
摸ノ

布（
（1
（

衫
ノ

、
襟
袖
着

両
―

面　
ノ

襴　
ヲ

、
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（0
布ノ

袴
、

着
両　

ノ

面　
ノ

襴
、緋ノ

帛ノ

肩
―

巾
、
横
―

刀
、
白
赤
木
綿
耳
形ノ

鬘
、

番
上
隼
人
已

上
横
刀　

ハ

私　
ニ

―

備
、執テ
二
楯
槍ヲ
一
並ニ

坐
胡
床ニ
一、

凡
今
来
隼
人ニ

ハ、
令
三
大
衣ヲ
一
習
吠ヲ

、
左
発
本
声ヲ

、
右
発
二
末
声ヲ
一、
惣テ

大
声
十
遍
、
小

声
一
遍
、
訖テ

一
人
更
発 

ス
ル
ヿ

細
声ヲ

二
遍
、

 

」（
第
四
紙
（

１
第
十
七　

内
匠
寮

凡
毎
年
元
正ニ

、
前
一
日ニ

官
人
率テ

木
工ノ

長
上
雑
工
等ヲ
一、
装ヒ

飾ル

大
極
殿ノ

高
御
座ヲ
一、

蓋
作　

ル

八
角　

ニ

、

角
別　

ノ

上　
ニ

立

小
鳳　

ノ

像　
ヲ

一、
下　

ニ
ハ

懸　
ニ

以　
ス

二
玉　

ノ

幡　
ヲ

一、
毎　

ニ

面
懸
鏡
三
面　

ヲ
一、
当　

テ
レ
頂　

ニ

着ツ
ケ

大　
ル

鏡
一
面　

ヲ
一、
蓋　

ノ

上　
ニ

立
大　

ル

鳳　
ノ

像　
ヲ

一、

惣　
テ

鳳　
ノ

像
九
隻
、
鏡
廿
五
面
、
幔　

ノ

台
一
十
二
基
、
立
高
御
座　

ノ

東
西
各
四
間　

ニ

、 

又
整
立
南
庭ニ

白
銅ノ

大ノ

火
―

炉
二
口ヲ
一、

備　
テ

レ
台　

ヲ

入　
タ
リ二

（
（1
（

鉄　
ノ

火
―

袋
一、

中
階
以
南
相
去ヿ

十
丈
、
東
西
之
間
相
去ヿ

六
丈
、
又
建
二
烏ノ

像
、

５
宝
―

幢
等
一
之
処ニ

差
―

向
工
一
人ヲ
一、
其
蕃
客
朝
参
之
時
亦
同
、
元
日ノ

御（
（1
（

座
飾
―

物ハ

收テ
二
内（

（1
（

内
蔵
寮ニ
一、
当
時ニ

出
用ヨ

、
幔
台
及
火
炉
收ヨ
レ
寮
二、

　

第
三
十　

大
蔵
省

元
正
、
前
二
日ニ

、
丞
、
録
率
史
生
、
蔵
部
等ヲ
一、
懸
繡ノ

額ヲ

於
大
極
殿ニ
一、

綴
著
料
緋

（
（1
（

絲
一
絇
、
前
一
日
、
殿ノ

東
南ノ

（0
庭ニ

設
皇
太
子
及
大
臣ノ

軽
幄ヲ
一、
諸
門ニ

懸
屏
―

幔ヲ

、
南　

ノ

三
丈

（
（1
（

門
不
須
、 

又
就テ

内
蔵
寮ニ
一
受
柳
筥
八
合ヲ

、
收　

テ

省
家　

ニ
一
臨

時
出

用
、
当
日
平
旦ニ

、
官
人
率テ

蔵
部
八
人ヲ
一、
執テ
レ
筥ヲ

列
大
極
殿ノ

前
庭ノ

右
方ニ

、
又
豊
楽（

11
（

殿ニ

張
庇ノ

蓋ヲ

懸
繡ノ

額ヲ

、
綴
著
料　

ノ

絲

同
大
極
殿
、 

東
西ノ

廊
門ノ

南
左
右
并
諸
門　

ニ
ハ

懸
屏
幔ヲ
一、

七
日
、
十
六
日
、
新
嘗

会
准
レ
此　

ニ

、
但
七
日　

ニ
ハ

立

楽
人　

ノ

幄　
ヲ

一、 

十
六
日　

ニ
ハ

有
蕃

客
之
時
亦
立
之
、

 

」（
第
五
紙
（

１
第
卅
六　

主
殿
寮



51 〔西田長男旧蔵〕三条西実隆筆『延喜式』（抄）の翻刻・紹介

正
月
元
日ニ

焼
香
史
生
左
右
各
二
人
、
其
礼
服
者
、
冠
袷ノ

袍
、

表　
ハ

緋
、

裏　
ハ

白
、
下
襲
袷ノ

衣
、

表　
ハ

緋
、

裏　
ハ

白
、
白
袴
帯
、

鼻
―

切ノ

履
、
執
威
儀ノ

物
殿
部
左
方ニ

十
一
人
、
一
人ハ

執
梅ノ

杖
、
二
人ハ

紫ノ

繖
、
三
人ハ

紫ノ

蓋
、
二
人ハ

菅ノ

繖
、

三
人ハ

菅ノ

蓋
、
右
准
此ニ

、
其
装
束
各
黄ノ

帛ノ

袷ノ

袍
一
領
、

並
一
備
之
後

隨　
テ

レ
破　

ニ

請
替
、

５
　

第
卅
八　

掃
部
寮

元
正ノ

前
一
日ニ

、
設
御
座ヲ

於
大
極
殿
高
御
座
、
去テ

御
座
左
右ヲ
一
各
一
丈
二
尺ニ

、
褰ミ

ト
ハ
リ御

―

帳
ア
ケ
ノ

命
婦ノ

座ヲ
一、

其
後ノ

左
右
各
去テ

一
丈
五
尺ヲ
一、
更
北ニ

折テ

五
尺
威
儀ノ

命
婦ノ

座
、
相
―
二
夾テ

御
階ノ

南
北ヲ
一
各
去
二
丈

五（
1（
（

尺ヲ
一、
以
レ
南ヲ

為
上ト

、
侍
従ノ

位
氈ハ

於テ

南
廂
第
二
間ニ
一、
以
レ
北
為
上
、
少
納
言ノ

氈ハ

於（
11
（

南
栄ノ

第

（0
一
、
第
二ノ

楹
間ニ

、
並ニ

東
西
相
対
、
執
翳
者
座ハ

於
東
西ノ

戸ノ

前ニ

、
皇
太
子
座ハ

於
殿ノ

東
南ノ

幄ニ

、
大
臣ノ

座ハ

於
其
巽
角
幄ニ

、
又
後
殿ニ

以テ

布ノ

蔀
十
一
枚ヲ
一、
為
南
栄ノ

之
屏
并テ

中
間ノ

隔ト

、
殿ノ

内ニ

鋪
葉
薦
、
上ニ

加
調ノ

席
鋪テ

御
帖
八
枚
一、
立
五
尺
御
床ヲ

上
施オ

ク

茵
、
左
右ニ

立

五
尺
御
屏
風
四
帖
、 

」（
第
六
紙
（

１
第
十
九　

式
部
下

元
―

正ノ

朝
―

賀
、

即
位
准
此
、

元
日ノ

丑ノ

一
刻ニ

、
掃
部
寮
設
輔
以
下
省
掌
以
上ノ

座ヲ

於
便
処
一、
輔
以
下
就
座
、
省
掌
置
版

位
、
五
位
以
上
服
礼
服ヲ
一、

四
位
已
下
非　

ハ

有　
ニ

職

掌
、
不
着
礼
服
、
就テ
レ
版ニ

受
レ
点ヲ

、
具　

ニ

見
儀
式
、其レ

礼
冠リ

者
、
親
王
四
品
已
上ハ

並ニ

漆ノ

地

５
金ノ

装
、
以テ
二
水
精
三
顆
、
琥
碧（

11
（

三
顆
、
青
玉
五
顆ヲ
一、
交マ

シ
ヘ

居
冠
頂ニ
一、
以
白
玉
八
顆ヲ
一、
立ツ

櫛
形
上ニ
一、
以

紺ノ

玉
廿
顆ヲ
一、
立
前
後ノ

押
鬘ノ

上ニ
一、
其
徽
者
立　

ル
ニ

額ノ

上ニ
一、一
品ハ

青
龍ノ

、
尾ハ

上リ

頭ハ

下レ
ル、

右　
ヨ
リ

出テ
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左ニ

顧タ
リ、

二
品ハ

朱
雀ノ

、
右ニ

出テ

左ニ

顧
、
三
―

品ハ

白
虎ノ

、
尾ハ

上テ

末
巻
、
頭ハ

下テ

右ニ

向ヘ
リ、

四
品ハ

玄
武ノ

、
為
虵ニ

所テ

纏
、
並ニ

右ニ

出テ

左ニ

顧タ
リ、

立タ
チ

―

玉
者
有
莖
并　

ニ

座
（
11
（

、

居
―

玉
者
有　

テ

座
无
レ
莖
、 

諸
王
一
位ハ

漆
地
金ノ

装
、
以
二
赤
玉
五
顆
、
緑ノ

玉

六
顆ヲ
一、
交
居
冠ノ

頂
、
以
黒
玉
八
顆ヲ
一、
立
櫛
形ノ

上ニ

、
以
緑ノ

玉
廿
顆ヲ
一、
立
前
後ノ

押
鬘ノ

上ニ
一、 

二
位ハ

以

（0
白
玉
一
顆
、
緑ノ

玉
五
顆ヲ
一、
交
居
冠ノ

頂ニ

、
以
赤
玉
八
顆ヲ
一、
立
櫛
形ノ

上ニ
一、
自
―

余ハ

並
准
一
位ニ
一、 

三
位ハ

以
黄

玉
八
顆ヲ
一、
立
櫛
形ノ

上ニ
一、
自
余ハ

並ニ

准
二
位ニ

、
四
位ハ

漆ノ

地
、

形
、
櫛
形
、
押
鬘
、
玉ノ

座ニ

皆
金ノ

装
、
自
余ハ

銀ノ

装
、
以
赤
玉
五
顆
、
緑ノ

玉
六
顆ヲ
一、
交
居
冠ノ

頂ニ

、
以
白
玉
十
顆
、
立
前
押
鬘ノ

上
、
以
青
玉
十
顆
、

立
後ノ

押
鬘ノ

上ニ

、
不
立
櫛
形ノ

上ノ

玉ヲ
一 （

11
（

、
五
位ハ

漆ノ

地
銀ノ

装
、
以
黒
玉
十
顆ヲ

、
立
前ノ

押
鬘ノ

上ニ
一、 

」（
第
七
紙
（

１
以
青
玉
十
顆
一、
立
後ノ

押
鬘ノ

上ニ
一、
自
余ハ

准
四
位ニ
一、
其
徽
者
鳳
、
三
位
已
上
、
正
位ハ

正
立テ

仰
頭ヲ

、
従

位ハ

正
立テ

低
頭ヲ

、
正
四
位
、
上
階ハ

左ニ
―

出テ

右ニ

向
、
下
階ハ

右
出テ

左ニ

向
、
従
四
位
、
上
階ハ

左ニ

出
左ニ

顧
、
下

階ハ

右
出テ

右ニ

顧
、
五
位ハ

准
四
位ニ

、
諸
臣
一
位ハ

、
以
紺ノ

玉
八
顆ヲ
一、
立
櫛
形ノ

上ニ
一、
自
余ハ

並
准
王ノ

一
位ニ
一、

玉　
ノ

色
交
居　

ヿ

王
臣
各
―

異
、二
位ハ

以
緑
玉
五
顆
、
白
玉
三
顆
、
赤
黒ノ

玉
三
顆ヲ
一、
交
居
冠
頂ニ
一、
以
赤
玉
八
顆ヲ
一、
立
櫛

５
形ノ

上ニ
一、
自
余ハ

准
一
位ニ
一、三
位ハ

以
黄
玉
八
顆ヲ
一、
立
櫛
形ノ

上ニ
一、
自
余ハ

准
二
位ニ
一、 

四
位ハ

以
赤
玉
六
顆
、

緑
玉
五
顆ヲ
一、
交
居
冠
頂ニ
一、
自
余ハ

准
王
四
位ニ
一、 

五
位ハ

以
緑
玉
五
顆
、
白
玉
三
顆
、
赤
黒ノ

玉
三

顆ヲ
一、
交
居
冠ノ

頂ニ

、
自
余ハ

准
王
五
位ニ
一、
其
徽
者
麟
、
正
従
出
向
皆
准
諸
王ニ
一、

　

第
四
十
五

（0
左
近
衛
府

右
近
衛
府
准
此
、

大
儀

謂
三
元
日
、
即
位
、
及

受　
ヲ

二
蕃
国　

ノ

使　
ノ

表　
ヲ

一、
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其
日
寅
二
尅ニ

、
始テ

撃ン

動ス
レ
鼓ヲ

三
度
、
々
別ニ

平
声
九
―

下
、
即
令メ

装
束
、
大
将ハ

着
武
―

礼
―

冠
、
浅

紫ノ

襖
、
錦ノ

裲ウ
チ

―

襠カ
ケ

、
将
軍ノ

帯
、

餝　
ル
ニ

以
金
銀　

ヲ

、
金
―

装ツ
ク
リ
ノ

横
―

刀
、
靴
、
策ツ

ケ
リ二

着
レ
幟
殳ヲ
一、
中
将ハ

武
―

礼
―

冠
、
深
緋ノ

襖
、 

」（
第
八
紙
（

１
錦ノ

裲
襠
、
将
軍ノ

帯
、
金
装ノ

横
刀
、
靴
、
策
着
幟
殳ヲ
一、
少
将ハ

武
礼
冠
、
浅
緋
襖
、
錦ノ

裲
襠
、

将
軍ノ

帯
、
金
装ノ

横
刀
、
靴
、
策
着
幟
殳ヲ
一、

但
供
奉　

御
輿
少
将　

ハ

皂ク
リ
ノ
オ
イ
カ
ケ

緌
、
挂
甲
、
帯
弓
箭　

ヲ
一、 

将
監
、
将
曹
並
皂ク

リ
ノ―

緌
、

深
緑ノ

襖
、
錦ノ

裲
襠
、
白キ

布ノ

帯
、
横
刀
、
弓
箭
、
緋ノ

脛ハ
ヽ

巾キ

、
麻
―

鞋
、
府
生
、
近
衛ハ

並ニ

皂ノ
―

緌オ
イ
カ
ケ、

深
緑ノ

◦襖

、

挂ウ
チ
カ
ケ甲

、
白
布ノ

帯
、
横
刀
、
弓
箭
、
白
布
脛
巾
、
麻
鞋
、

近
衛　

ハ

加

朱　
ノ

末
―

額　
ヲ

、 

卯ノ

一
尅ニ

、
撃
二
列
レ
陣
鼓ヲ
一
一
度
、

５
平
声
九
下
、
卯
三
尅ニ

、
撃
二
進
レ
陣
鼓ヲ
一
三
度
、
々
別ニ

九
下
、

初
発
細
声　

ヲ
一、

漸
至
大
声　

ニ
一、 

仗
初テ

進ト
キ
ニ、

撃
行
鼓
三

度
、
々
別ニ

双フ
タ

―

声コ
エ

二
下
、
皆
就
隊ノ

下ニ
一、
中
将ハ

率テ

将
監
以
下ヲ
一、
隊ハ

於
大
極
殿ノ

南
階ノ

下ニ

、
大
少
将

率テ

将
監
以
下ヲ
一
隊
於
中
務ノ

陣ノ

以
北ニ
一、

若
蕃
客
朝
拝
者
、
降　

テ

隊　
ス

於
尾
―

道（
11
（

下　
ニ

、
其　

ノ

隊　
ノ

幡　
又

小
幡
各
倍
数　

ヲ

、

龍ノ
―

像カ
タ
ノ

纛ノ

幡
一
旒
、

加　
タ
リ

戟
、

其
管　

ハ

預
前
儲

備
、
余
皆
准
此
、 

鷹ノ

像ノ

隊ノ

幡
四
旒
、
小
幡
卌
二
旒
、

緋
黄
各
廿
一
旒
、
並

着　
タ
リ

戟
、
余
亦
准
此
、 

鉦
、
鼓
各
一
面
、

面
別　

ニ

加　
リ

槌ハ
チ

其
（
11
（

簨
簴
、
余
亦
准

此　
ニ

、 

将
監
率テ

将
曹
以
下ヲ
一
隊
於
大
極
殿ノ

以
北ノ

後
―

殿ノ

南ニ
一、
並
居
胡ア
―ク

床ラ
ニ、

少
将
以
下　

ノ

胡
床　

ニ

各
敷
虎　

ノ

皮　
ヲ

、
（
11
（

預
奏　

テ

請　
テ

内
蔵
寮　

ニ
一、
永
收

（0
本
府　

ニ
一、
余
府

准
此
、

其
供
奉
駕ニ

陣
者
、
駕
御テ

後
殿ニ
一
即
就ケ

本ノ

隊ニ

、
礼
畢テ

駕
還　

レ
ル
時
ニ

供
奉　

ス
ル
ヿ

如
レ
初ノ

、
兵
庫
寮

撃テ

退
鼓ヲ
一、
群
官
退久

、
出
訖テ

撃ヿ
二
退
レ
隊
鼓
一
三
度
、
々
別ニ

九
下
、

初
発
大
声
、

漸　
ニ

至
細
声
、 

余ノ

府
以テ
レ
次ヲ

相
応コ

タ
フ、

還テ

入テ

本
府ニ
一、
各
撃ヿ
レ
鉦
五
下
、
解
レ
陣
、

 

」（
第
九
紙
（

１
第
四
十
六　

左
衛
門
府

右
准
此
、

大
儀 

謂
元
日
、
即
位
、
及

受
蕃
―

国　
ノ

使　
ノ

表
、

其
日
寅
二
尅
、
近
衛
府
始テ

撃　
タ
ハ

動
鼓ヲ

、
以テ

次ヲ

相
―

応コ
タ
ヘ
テ、

即
令
レ
装
束
、
督ハ

着
武
礼
冠
、
深
緋
襖ア

ウ

、
繍ノ

裲ウ
チ

襠カ
ケ

、
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将
軍ノ

帯
、

飾　
ニ

以
金
銀
、金
装
横
刀
、
靴
、
策ツ

ケ
リ

着
レ
幟
殳ヲ
一、
佐ハ

武
礼
冠
、
緋ノ

襖
、
繍ノ

裲
襠
、
将
軍
帯
、
金
装ノ

横

５
刀
、
靴
、
策
着
幟
殳
一、
尉
、
志ハ

並ニ

皂
緌
、
深
緑ノ

襖
、

志　
ハ

紺
襖
、
錦
裲
襠
、
白
布
帯
、
横
刀
、
弓
箭
、
緋
脛

巾
、
麻
鞋
、
府
生
、
門
部ハ

並ニ

皂
緌
、
紺
襖
、
挂
甲
、
白
布
帯
、
横
刀
、
弓
箭
、
白
布
脛
巾
、
麻
鞋
、

門
部
加

末
額
、

衛
士ハ

皂ノ

緌
、
末
額
、
桃
染ノ

布ノ

衫
、
挂
甲
、
白
布
帯
、
横
刀
、
弓
箭
、
白
布ノ

脛
巾
、
麻
鞋
、
卯ノ

一
尅ニ

、
近
衛
府
撃
列ス

ルレ
陣
鼓ヲ

、
以（

11
（

相
応
、
卯
三
尅
、
撃
進
陣
鼓
、
仗
初
進ム

時
ニ、

撃
行
鼓ヲ

、
各
相
応ヿ

如

レ
前ノ

、
皆
就
隊
―

下ニ
一、
督ハ

率
尉
以
下
、
隊
於
会
昌
門ノ

外ノ

左ニ
一、

若
蕃
客
朝
拝
者
、

隊
於
応
天
門　

ノ

内　
ニ

一、 

鷲
像ノ

纛ノ

幡
一
旒
、
鷹

（0
隊
幡
二
旒
、
小
幡
卌
九
旒
、
鉦カ

子

、
鼓
各
一
面
、
伴
氏ノ

五
位
一
人

右　
ハ

、
佐
伯　

ノ

氏
、

各
服
礼
服　

ヲ
一、

率テ

門
部
三
人ヲ
一 

装
束
同
上
、

不
着
弓
―

箭　
ヲ

一、

入テ

自
腋（

11
（

門
一、
居ル

会
昌
門
内
左
廂ニ
一、

門
部　

ハ

在

門
下　

ニ
一、 

依テ

時
剋ニ
一
令
開
―

門
、
佐
率テ

尉
以
下ヲ
一
隊ス

於
応
天

門ノ

外ノ

左ニ

、
隊ノ

幡
二
旒
、
小
幡
卌
五
旒
、
尉
一
人
率テ

門
部
三
人ヲ
一
居ル

門
下ニ
一、
開
門
畢テ

還
本
陣ニ
一、
又

尉
率テ

志
以
下ヲ
一
隊ス

於
朱
雀
門
外ニ
一、
隊ノ

幡
二
旒
、
小
幡
卌
八
旒
、
志
一
人
率テ

門
部
五
人ヲ
一
居
門 

」（
第
十
紙
（

１
下ニ
一、
開
門
畢テ

還
本
陣
、
自
朱
雀
門
外
至
于
第
一
坊
門
傍
路
、
衛
士
隊
之
、
又
尉
率
二
衛
士
已

上ヲ
一
隊
於
龍
尾
道ノ

以
南ノ

諸
―

門ニ
一、
小
幡
四
旒
、
志
率
衛
士
已
上
隊
於
東
西
諸
門
及
余ノ

腋
門ニ

、

其
供
奉　

セ
ム

駕ニ

陣
者
、
駕テ

御
後
殿ニ
一、
各
就ケ

本ノ

隊ニ

、
礼
畢リ

駕
―

還ラ
ン
時
ニ

、
供
奉ヿ

如
レ
初ノ

、
兵
庫
寮
撃テ

退

鼓ヲ
一、
群
官
退
出ツ

、
其
隊ノ

進
退
准
近
衛
府ニ
一、

５
第
卌
七　

左
兵
衛
府

右
（
1（
（

准
此
、

大
儀（

11
（

、

其
日
寅
二
剋
、
近
衛
府
始
撃
動
鼓
、
相
応
装
束
、
督
着
武
礼
冠
、
深
緋
襖
、
繡
裲
襠
、
将
軍
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帯
、

餝
以　

ス

金
銀
、 

金
装
横
刀
、
靴
、
策
着
幟
殳
、
佐
武
礼
冠
、
緋
襖
、
錦
裲
襠
、
将
軍
帯
、
金
装
横
刀
、
靴
、

（0
策
着
幟
殳
、
尉
、
志
並
皂
緌
、
深
緑
襖
、

志
紺

襖
、
錦
裲
襠
、
白
布
帯
、
横
刀
、
弓
箭
、
緋
脛
巾
、
麻

鞋
、
府
生
、
兵
衛ハ

並
皂
緌
、
紺
襖
、
挂
甲
、
白
布
帯
、
横
刀
、
弓
箭
、
白
布
脛
巾
、
麻
鞋
、

兵
衛
加

末
額
、
卯

一
剋ニ

、
近
衛
府
撃ツ

列
―

陣ノ

鼓ヲ
一、
以
次
相
応ス

、
卯
三
剋
、
撃
進
陣
鼓
、
仗
初
進
、
撃
行
鼓
、
各
相
応
如

前
、
皆
就
隊
下ニ

、
督
、
佐
率テ

尉
以
下ヲ
一
隊
於
龍
尾
道
東
階ノ

下ニ
一、

若
蕃
客
朝
拝
者
、

隊
於
会
昌
門　

ノ

内
外　

ニ
一、 

虎ノ

像ノ

纛ノ

幡 

」（
第
十
一
紙
（

１
一
旒
、
熊
像
隊
幡
四
旒
、
小
幡
九
十
六
旒
、
鉦
、
鼓
各
一
面
、
又
尉
率
志
已
下
隊
於
北
殿
門ノ

左ニ

、

右　
ノ

府　
ハ

隊
於
同
門

右　
ニ

一、
余
亦
准
此
、 

小
幡
十
八
旒
、
志
率
兵
衛
以
上
、
隊
於
北ノ

腋
門
東
廊
門ニ
一、
其レ

供
奉　

ス
ル

駕ニ

陣
者
、

駕
御テ

後
―

殿ニ
一、
各
就
本ノ

隊ニ

、
礼
畢リ

駕
還
、
供
奉
如
初
、
兵
庫
寮
撃
退
鼓
、
群
官
退
出ハ

、
其
隊
進

退
准
近
衛
府
、

５
第
卌
九　

兵
庫
寮

凡
元
日
及
即
位
搆（

11
（

建
宝
幢
等
者
、
預
録
色
目
移
送
兵
部
、
前
十
五
日
、
復
請
夫
単
廿

人
、

各
日
飯
五

升
、
塩
二
勺
、 

鋤
十
五
口
、

事
訖

返
上
、 

待
官
符
到
、
寮
与
木
工
寮
共
建
幢
柱
管
於
大
極
殿
前
庭
龍

尾
道
上
、
前
一
日
、
率
内
匠
寮
工
一
人
、
鼓
吹
戸
卌
人
、
搆
建
宝
幢
、
従
殿
中
階
南
去
十
五
丈
四
尺

（0
建
烏
像
幢
、
左
日
像
幢
、
次
朱
雀
旗
、
次
青
龍
旗
、

此
旗
当
殿
東
頭
楹
、

玄
武
旗
当
西
頭
楹
、
右
月
像
幢
、
次
白
虎
旗
、

次
玄
武
旗
、

相
去
各
二
丈
許
、
与
蒼
龍
白

虎
両
樓
南
端
楹
平
頭
、 

訖
並
返
納
、

凡
大
儀
立
鼓
、
鉦
者
、
大
極
殿
東
南
閤
内
、
大
臣
幄
西
南
去
一
丈
立
鉦
、
又
南
去
一
丈
立

鼓
、

鉦
加
角
槌
二
柄
、
鼓
木
槌
二
柄
、
並

（
11
（

有
簨
簴
、
下
皆
准
此
、 

撃
人
各
一
人
、
長
一
人
、

用
寮
頭
着
朝

服
、
下
、
皆
准
此
、次
会
昌
門
外
東 

」（
第
十
二
紙
（
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１
去
九
丈
、
自
廊
南
去
五
丈
立
鉦
、
又
去
一
丈
立
鼓
、

用
允

為
長
、 

次
栖
鳳
樓
西
南
角
壇
以
西
相
去
一

丈
立
鼓
、
以
北
相
去
六
尺
立
鉦
、

用
少
属

為
長
、
次
朱
雀
門
内
、
東
去
十
丈
、
自
垣
北
去
七
丈
立
鉦
、

又
去
一
丈
立
鼓
、

用
大
属

為
長
、
所
須
鉦
、
鼓
、
簨
簴
、
槌
等
、
預
前
申
請
用
、
事
訖
返
上
、

凡
大
儀
分
配
撃
鉦
、
鼓
人
及
執
夫
者
、
大
極
殿
及
会
昌（

11
（

以
外
三
門
、
別
撃
鉦
、
鼓
人
各

５
一
人
、
執
夫
四
人
、
中
務
撃
鉦
、
鼓
人
各
二
人
、
執
夫
八
人
、
諸
衛
、
別
撃
鉦
、
鼓
人
一
人
、
執
夫
四
人
、

執
纛
四
人
、

左
右
衛
門
府
執

纛
夫
各
十
六
人
、 

執
戟
四
人
、
大
儀
撃
鉦
、
鼓
人
、
着
平
巾
冠
、

漆
羅

開
頂
、 

緋
大
袖

袍
、
緑
襖
子
、
帛
博
帯
、

長
五
尺
、
広
四
寸
、
以
布
為
心
、
以
帛
為
表

裏
、
其
二
端
各
着
細
帯
、
長
各
五
尺
、

大
口
帛
袷
袴
、
白
布
襪
、

烏
舄
、
執
鉦
、
鼓
夫
、
着
皂
縵
頭
巾
、
皂
緌
、
朱
末
額
、
緋
大
纈
袍
、
白
布
帯
、

長
八
尺
、
広
四
寸
、

四
重
為
畳
、

白
布
袴
、
紺
布
脛
布
、
鞋
、
並
收
寮
庫
臨
時
出
用
、
但
分
配
中
務
、
衛
府
撃
人
、
執
夫
装
束

（0
者
、
省
、
府
充
之
、

凡
大
儀
撃
鉦
、
鼓
節
、
群
官
陣
列
畢
、
閤
外
大
臣
仰
兵
部
省
、
々
令
寮
撃
外
弁
鼓
、
平
声

九
下
、
諸
門
依
次
相
応
、

殿
下
鼓

不
応
、
開
門
了（

11
（

、
寮
頭
進
申
閤
内
大
臣
令
撃
殿
下
喚
鼓
、

双
声
九
下
、
諸
門
依
次
相
応
、
群
官
入
就
位
、
畢
殿
下
撃
褰
御
座
帳
鉦
、
平
声 

」（
第
十
三
紙
（

１
三
下
、

諸
門
鉦

不
応
、
礼
畢
撃
下
帳
鉦
如
初
、
即
殿
下
撃
退
鼓
、
双
声
九
下
、
諸
門
依
次

相
応
、
群
官
退
出
、
訖
外
門
撃
鉦
五
下
、
諸
門
鉦
依
次
相
応
、

殿
下
鉦

不
応
、
然
後
諸
衛

撃
退
隊
鼓
、

事
見
衛

府
式
、

５
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第
四
十
一　

弾
正
台

凡
元
正
之
日ニ

ハ、
糾
―下
弾
五
位
以
上ノ

諸
王
諸
臣ノ

威
儀
、
并
着
―

用
物
色ノ

違
制（

11
（

、
及
朝
拝ノ

刀
禰

等ノ

非
違ヿ

ヲ上、
諸
節

准
此
、 

凡
朝
拝
之
時ニ

、
式
部
省
引テ
レ
刀
―

禰ヲ

列
二
朱
雀
門ノ

外ニ
一、
訖　

ニ
ハ

忠
以
下

左
右
分
列テ

、
糾
―

弾
非
違ヲ
一、

（0 

」（
第
十
四
紙
（

１
第
四
十
三　

春
宮
坊

朝
賀
儀

前
一
日
、
坊
官
率
属
官
設
東ミ

コ
ヤ
ト
リ

宮
次
於
大
極
殿ノ

東
廊
昭
訓
門ノ

外
北
掖
、
所
司
各
供
其ノ

職
、
大
蔵
設
東
宮
幄
於
大
極
殿
東
南
、
掃
部
寮
施
黄
端
帖
於
幄
下
、
傅
、
大
夫
及
侍
従
四
人
座

５
於
幄
東
、
西
向
北
上
、

傅
座
去
幄
八
尺
、
大
夫

座
去
傅
三
尺
、
侍
従
差
退
左
右
分
設
、 
主
蔵
設
胡
床
於
幄
下ノ

帖
上
、
西
向
、
坊
官
設

亮
及
帯
刀ノ

舎
人
胡
床
於
幄
北
、
南
向
西
上
、
其
日
、
依
時
刻
、
傅
以
下
、
諸
侍
従
、
内
舎
人
各
着

朝
服
参
詣
共
候
、
東
宮
駕
輦
以
下
出
、
帯
刀
舎
人
服
上
儀
服
、
被
甲
脚
纏
抹
額
行
立

前
後
、
左
右
兵
衛
尉
、
志
各
率
兵
衛
、
陣
列
門
外
立
前
後
、
至
東
廊ノ

外
降（

11
（

輦
、
就
次
着

礼
冠
、

若
未
冠
者

（
11
（

、

則
双
章
髻
、
礼
服
帯
劔
、
又
謁
者
着
礼
服
、

以
坊
大
夫
為
之
、
若
无

者
他
四
位
得
之
、

与
侍
従
進
引
東
宮

（0
出
次
、
舎
人
三
人
、
執
紫
蓋
以
隨
之
、
亮
帯
仗
率
帯
刀
舎
人
等
在
前
行
、
諸
衛
亦
如
常ノ

儀
、
自
東
廊
昭
訓
門
入
就
幄
座
、
執
蓋
者
立
於
幄
後
、
傅
以
下
以
次
就
座
、
亮
率
帯
刀
舎

人
等
就
幄ノ

北
胡
床
、
坊
官
率
史
生
并
舍
人
十
人
、

簡
客
止
人
々
礼

（
11
（

者
擬
雑
役
、

侍
廊ノ

内
東
北
庭
、
群
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官
入
就
位
、
訖
傅
進
引
東
宮
出
幄
、

事
見

儀
式
、 

朝
拝
訖
還
宮
如
来
儀ノ

、
是
日
、
設
御ミ

コ
ヤ
ト
リ次 

」（
第
十
五
紙
（

１
於
豊
楽
院
、
依
時
刻
、
東
宮
更
服
朝
服
、
亮
已
上
若
諸
侍
従
、
入
候
宮
西ノ

細
殿ノ

南
、

主
殿
署
設
輦
於
南
階ノ

下
、

舎
人
六
人
相
分

隨
輦
前
後
、

東
宮
駕
輦
、

進
一
人
執
笏
、
主
蔵
佑
已
上
一
人
執
履

（
1（
（

、

若
微
雨
主
殿
舎
史
以
上
一
人
執
大
笠
、

帯
刀
舎
人
行
立
前
後
、
亮
已
上
若
諸
侍
従
奉
引
東
宮
出
自
西
門
、
左
右
侍
衛
如
常ノ

、

至
宮
門
外
、
東
宮
降
輦
就
次
、

左
右
兵
衛

各
留
門
外
、 

候
時
昇
東
階
就
殿
上ノ

座
、

学
士
并
蔵
人
、
亮
、
進

及
主
蔵
佑
已
上
各

５
一
人
、
帯
刀
舎
人
六
人
、
並

候
近
衛
陣
頭
、

主
膳
入
就
内
膳
、
内
膳
供
御
膳
、
主
膳
隨
即
奉
膳
、

諸
節
并
毎
月
一
日
、

五
日
、
十
一
日
、
十
六
日
、

廿
一
日
、
廿
六
日
、
参
入
内
裏
儀
亦
如
之
、
其
二
日

東
宮
拝
中
宮
儀
、
見
中
宮
式
、

 

」（
第
十
六
紙
（

１　
　

延
喜
式
巻
第
一

神
祇

四
時
祭
上

凡
践ア

マ
ノ

祚ヒ
ツ
キ

大オ
ホ

嘗ム
ヘ

祭　
ヲ
ハ

為
大
祀ト
一、
祈コ

ヒ
―

年ト
シ

、
月
次
、
神　

ム

嘗ウ
ヘ

、
新ニ

イ
ナ
ヘ嘗

、
賀
茂
等ノ

祭　
ヲ
ハ

為
中
祀
一、
大オ

ホ
―

忌イ
ミ

、
風カ

サ
―

神マ
ツ
リ、

鎮メ
レ
花
、
三サ

イ
―

枝ク
サ

、
相ア

ヒ
―

嘗ム
ヘ

、
鎮メ
レ
魂
、
鎮メ
レ
火
、
道ミ

チ
ア
ヘ饗

、
園（

11
（

、
韓
―

５　
　

神
、
松
尾
、
平
野
、
春
日
、
大
原
野
等ノ

祭　
ヲ
ハ

為
小
祀ト

、

凡
祈
―

年ノ

祭
二
月
四
日
、
大
忌
、
風
神
祭ハ

並ニ

四
月
、
七
月
四
日
、
月
次ノ

祭ハ

六
月
、

十
二
月
十
一
日
、
神
嘗
祭
九
月
十
一
日
、
其
子
午
卯
酉
等ノ

日ノ

祭ハ

、
各
載ノ

レ
リ

本
条ニ
一、

自
余ノ

祭ノ

不ン
レ
定
レ
日
者
、
臨
時ニ

択テ
レ
日ヲ

　
レ祭

（
11
（

、
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奠タ
テ
マ
ツ
ル

幣　

倭シ
ト

―

文リ

一
尺　

四ヨ
―

座ク
ラ

―

置オ
キ　

八
―

座
―

置
各
一
束　

鰒ア
ハ
ヒ

　

腊キ
タ
ヒ

二
升　

海
メ―

藻

（0　
　

◦滑

海ア
ラ
メ藻　

忍オ
サ
カ坂　

養ヤ
キ
フ布

社
名　

神カ
ム

―

部ト
モ
ノ
オ　

祝ハ
フ
リ

部ヘ　

宣ノ
タ
マ
フ

二

祝ヨ
―

ノ
ト
　
コ
ト詞コ

ト
一

春
日
神
四
座
祭　

糯モ
チ
ノ

米ヨ
子

三
斗　

平タ
ヒ魚　

匏ナ
リ
ヒ
サ
ゴ　

槲カ
シ
ハ

二
俵タ

ハ
ラ　

籮シ
タ
ミ

一
口

置ヲ
キ

簀ス

四
枚　

食ス

薦コ
モ

十
枚

已
上
大
膳
職

所
送

、　

解ハ
ラ
ヘ

―

除
料　

醸ツ
ク
リ

御ミ
ワ酒（

11
（

（（　
　

朸
ワ
ウ
コ　

𤭖ミ
カ　

　

和
メ―

布　
ハ
サ
フ

迤フ
ナ

短ヒ
キ

女メ

坏　

貲サ
ヨ
ミ

―

布
二
端　

◦
神
今
食
料
エ
ヒ
ノ

蚡又
乍
蝦

鰭ハ
タ

槽フ
子

二
隻

両フ
タ
タ
ヒ般　

木ユ
フ綿

鬘カ
ツ
ラ
ノ

襷タ
ス
キ

第
二　

神
祇
二

神
◦嘗

祭　

倭シ
―

文ツ

一
段（

11
（

　

潔キ
ヨ
マ
ハ
リ

（0

 

」（
第
十
七
紙
（

１　
　

第
三　

神
祇
三

凡
諸
神
宮
司
及
神
主
等
、
未
レ
満
二
六
年ニ
一、
遭
喪
解
―

任セ
ハ、

不
得
補
替
、

仍テ

令
レ
祝
―

部ヲ

行
レ
事
、
服
闋ヲ

ハ
ラ
ン

之
日
、
復
任
満
レ
限ニ

、
其
禰
宜
、
祝
部ハ

一
補テ
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之
後ニ

、
不
須
輙
替
、

５　
　

凡
神
戸ノ

百
姓
、
不
得
輙　

ヿ
ヲ

令
レ
得
―

度
、

凡
触
穢
悪ア

シ
キ

事ニ
一
応
レ
忌
者
、
人
死ハ

限ン

卅
日ヲ

、
自
葬
日

始　
テ

計
、
産
七
日
、
六
畜ノ

死
五
日
、
産ハ

三
日
、

鶏
非

忌
限
、 

其
喫ハ

メ
ラ
ハ

レ

穴ニ

三（
11
（

日
、

此　
ノ

官　
ハ

尋
―

常　
ニ

忌　
メ

之
、
但
当　

テ
ハ

祭　
ノ

時　
ニ

一、
余　

ノ

司
皆
忌
、

凡
弔
喪ヲ

、
訪（

11
（

病
、
及
到リ
二
山
作
所ニ
一、
遭
二
三
七
日ノ

法
事
一
者
、
雖
身
不

穢
、
而モ

当
日
不
可
参
入
内
―

裏ニ

、

（0　
　

凡
改
―

葬シ

及
四
月
已
上
傷
―

胎
、
並
忌
卅
日
、
其レ

三
月
以
下
傷
―

胎ニ

忌メ

七

日
、

凡
祈
年
、
賀
茂
、
月
次
、
神
嘗
、
新
嘗
等ノ

祭
前
―

後
散
斎
之
日
、
僧
尼
及
重
服ノ

奪テ

レ
情
従
レ
公ニ

之
輩
、
不
レ
得
レ
参
二
入
内
裏ニ
一、
雖
軽
服
人ト
一、
致
斎

（
11
（

前
散
斎
之
日
、
不
得

（（　
　

参
入
、
自
余
諸ノ

祭ノ

斎
日ニ

モ、
皆
同シ

此ノ

例ニ

、

凡
縁テ
二
無
服
殤
一
請フ
レ
暇ヲ

者ヒ
ト
ノ、

限ノ

日
未
満
、
被テ
レ
召
参
入
者
、
不
得
預
祭ノ

事ニ
一

凡
宮
女
懐
妊
者
、
散
斎
之
前ニ

退
出
、
有
月
事
者
、
祭
日
之
前
、
退
下
宿

廬
一、
不
得
上
殿ニ

、
其
三
月
、
九
月
潔
斎ニ

、
預
前ニ

退
二
出
宮
―

外ニ
一、

凡
甲ノ

処
有
穢
、
乙
入
其
処
、

謂
着
座
、

下
亦
同
、
乙
及
同
処ノ

人ハ

皆
為
穢
、
丙
入
乙
処
、
只

（0　
　

丙カ

一
身
為
穢
、
同
処
人ハ

不
為
穢
、
乙
入
丙
処
、
同
処
人
皆
為
穢
、
丁
入
丙
処

不
為
穢
、
其
触　

タ
ラ
ム

死
―

葬ニ
一
之
人
、
雖
非
神

（
11
（事ニ

一、
不
得
参
着
諸
司
并ニ

諸
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衛ノ

陣
及
侍
従
所
等ニ
一、

凡
触
失
火ノ

所ニ

者
、
当　

ラ
ハ

神
事ノ

時ニ

忌メ

七
日
、 

」（
第
十
八
紙
（

凡
諸
国ノ

神
社ハ

隨テ
レ
破ニ

修
理ス

、
但
摂
津
国ノ

住
吉
、
下
総
国ノ

香
―

取
、
常
陸
国ノ

鹿
嶋

等ノ

神
社ノ

正
殿ハ

、
廿
年
一
度
改
造ル

、
其
料ハ

便ニ

用
神
税ヲ

、
如シ

無ハ

神
税
、
即
充ヲ
二
正
―

税ヲ
一、

凡
神
社
四
至
之
内ハ

、
不
得
伐
樹
―

木ヲ

及
埋
蔵
死
―

人
、

凡
鴨ノ

御
祖ノ

社ノ

南
辺
者
、
雖
レ
在
二
四
至
之
外ニ
一、
濫
僧
屠
者
等
、
不
レ
得
二
居
住ヿ
一、

５　
　

凡
年
中ニ

所
用
亀
甲
、
惣
五
十
枚
為
限
、

凡
諸
神
宮
司
、
禰
宜
季
禄
者
、
伊
勢
大
神
宮
禰
宜
准
二
従
七
位
官ニ
一、
度
会
宮

禰
宜
准
従
八
位
官ニ
一、

　
　
　
　
（
五
行
程
度
空
白
（

第
四

　
　
　
　
（
十
行
程
度
空
白
（ 

」（
第
十
九
紙
（

１　
　

第
五　

神
祇
五　

斎
宮

凡
天
皇
即
位
者
、
定
伊
勢
大
神
宮ノ

斎
王
一、
仍
簡テ
二
内
親
王ノ

未
―

嫁ノ

者ヲ
一
卜
之
、

若
無
内
親
王
者
、
依　

テ
二
世　

ノ

次
一、
簡
―

定　
テ

女
王　

ヲ
一
卜
之
、 

訖ハ

即
遣テ

勅
使ヲ

於
彼ノ

家ニ
一、
告
―

示セ

事
由ヲ
一、

５　
　

凡
斎
内（

11
（

親
王
定
―

畢テ

、
即
卜テ
二
宮
城ノ

内ノ

便
所ヲ
一、
為テ
二
初
斎
院ト
一、
祓ミ

ソ
キ

―

禊
而

入レ

、
至テ
二
于
明
年
七
月
一、
斎
二
於
此
院
一、
更
卜
二
城
―

外ノ

淨キ

野
一、
造レ
二
野
宮
一
畢ハ

、
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八
月
上
旬
、
卜
定テ

吉
日ヲ
一、
臨
河ニ

祓
禊
、
即
入
野
宮ニ

、
自
二
遷
―

入
日
一、
至マ

テ
ニ

二

于
明

年
八
月
一、
斎
二
於
此
宮ニ
一、 

九
月
上
旬ニ

、
卜
定テ

吉
日ヲ
一、
臨
河
祓
禊
、
参

入
於
伊
勢ノ

宮（
1（
（

、

（0　
　

凡
斎
宮ノ

諸
門ニ

、
常ニ

立
著
木
―

綿
賢
木

月
別　

ニ

立
替
、
所　

ノ

須
木
綿

一
斤
、
麻
一
斤
八
両
、

凡
忌ム

詞
、
内
七
―

言
、
仏ヲ

ハ

称ス
二
中
子ト
一、
経ヲ

ハ

称ス
二
染
紙ト
一、
塔ヲ

ハ

称ス

阿
良
々
伎ト
一、

寺
称
瓦
葺
、
僧
称
髪
長
、
尼
称
女
髪
長
、
斎
称
片カ

タ
―

膳シ
キ

、
外
七
―

言
、
死
称
奈

保
留
、
病
称
夜
須
美
、
哭
称
塩
垂
、
血
称
阿
世
、
打
称
撫
、
穴（

11
（

称
菌ク

サ
ヒ
ラ、

（（　
　

墓
称
壤
、
又
別ニ

忌
詞
、
堂ヲ

ハ

称
香コ

リ
―

燃タ
キ

、
優
婆
塞ヲ

ハ

称
角ツ

ノ
―

筈ハ
ス

、

鰯イ
ハ
シ　

豉ク
キ　

イ
リ
コ

熬
―

海
―

鼠

　

　
　

熟ホ
ソ
チ

―

苽
一
百
顆　

皺ヒ
キ
ハ
タ
ノ

文ノ

韉　

木ト
ク
サ賊

調
布
十
三
段（

11
（

 　

褠タ
ス
キ

襅チ
ハ
ヤ
ノ

料
八
尺　

荒ア
ラ
タ
ヘ
ノ

服ミ
ソ
ノ

料
布　

輦コ
シ

―

籠コ

弓ユ

絃ツ
ル

葉ハ

一
荷　

楉シ
モ
ト
ノ

牀ユ
カ

一
張　

雑サ
コ魚　

山ワ
サ
ヒ

―

薑

（0

 

」（
第
二
十
紙
（

１　
　

第
廿　

大
学
寮　

釈
奠
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午
一
剋ニ

、
寮
官
率テ

享
官ヲ
一
会
―

集
廟
門ニ
一、
属
執テ
レ
札ヲ

唱ヘ
―

計フ

、
献
者　

ハ

只

載　
セ
テレ

札　
ニ

不

レ
唱
レ
名　

ヲ

、
若
六
位　

ノ

博
士
被　

ハ

差

職
―

掌　
ニ

一、
其
唱
称
姓　

ヲ
一、

未
明
二
刻ニ

、
奉
礼
帥テ
二
賛
者ヲ
一 （

11
（

入テ

自
南
門
一
就ク
レ
位ク

ラ
ヒ
ニ、

・
・

（
11
（

立
定テ

奉
礼
曰
、
再

５　
　

拝
、
賛
者
承
伝
、

　
　
　

第
廿
四　

主
税

蠣カ
キ　

大コ
ヽ
ロ
フ
ト

凝
菜　

鹿
―フ

角ノ
―リ

菜　

澤ネ

蒜ヒ
ル　

嶋ア
サ

―

蒜ツ
キ

（0　
　

第
卅
四　

木
工

挙ア
ケ

鎹カ
ス
カ
イ　

　
　

カ
子
カ
ケ

簴ツ
ヽ
ミ
カ
ケ

　
　
　

第
五
十　

雑
式

凡
乗テ

輦
（
11
（車ニ

一、
出
入
内
裏
者
、
妃
限
曹
司ヲ

、
夫
人
及
内
親（

11
（

限
温
明
、
後
涼
殿

（（　
　

後ヲ
一、
命
婦
三
位
限
兵
衛
陣ヲ

、
但
嬪
、
女
御
及
孫
王
大
臣
嫡
妻
乗
輦

限
兵
衛
陣ヲ

、

　
　
（
七
行
程
度
空
白
（ 

」（
第
二
十
一
紙
（

１　
　

廿
八　

兵
部
省

　

軍
毅　

軍
団
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凡
軍
団
置
毅
者
、
兵
士
満ハ

千
人ニ

、
大
毅
一
人
、
少
毅
二
人
、
六
百
人

以
上ニ

ハ、
大
少
毅
各
一
人
、
五
百
人
已
下ニ

ハ、
毅
一
人
、
其
主
帳
者
、
大
団
二

５　
　

人
、
以
外
一
人
、

凡
軍
毅
者
、
国
司
銓
二
擬
器
量
弁
―

了ニ

身
材
勇
健
者ヲ
一、
言
上ス

奏
聞
、
然
後ニ

補
之
、

　
　
　

廿
一　

雅
楽

（0　
　

凡
楽
器
絃ノ

料ノ

絲ハ

、
和
琴
一
面ニ

、
長
六
尺
二
寸
、

料　
ノ

絲
二
両
、

琴
一
面ニ

、
長
三
尺
七
寸
、
料　

ノ

絲
五
両
一
分
、

箏
一
面ニ

、
長
六
尺
四
寸
、

料　
ノ

絲
二
両
、

琵
琶
一
面
、

長
三
尺
七
寸
、

料
絲
三
分
、

阮
咸
一
面
、

長
一
尺
九
寸
、

料
絲
三
分
、

箜
篌
一
面
、

長
五
尺
、
料

絲
二
両
、

篌
一
面
、

長
六
尺
四
寸
五
分
、

料
絲
二
両
、 

新
羅
琴

一
面
、

長
五
尺
、
料

絲
四
両
、

（（　
　
　
　

玄
蕃

凡
僧
正ハ

従
僧
五
人
、
沙
弥
四
人
、
童
子
八
人
、
大
◦少

僧
都ハ

各
従
僧
四
人
、
沙
弥
三
人
、

童
子
六
人
、
律
師
各
従
僧
三
人
、
沙
弥
二
人
、
童
子
四
人
、
威
儀
師
各
従
僧
一
人
、

沙
弥
一
人
、
童
子
二
人
、
従
儀
師
各
沙
弥
一
人
、
童
子
二
人
、
東
大
寺
別
当ハ

従

僧
、
沙
弥
、
童
子
各
二
人
、
興
福
、
元
興
、
大
安
、
薬
師
、
西
大
、
法
隆
、
弘
福
、
四

（0　
　

天
王
、
崇
福
等
寺ノ

別
当
、
并
法
華
寺ノ

大
鎮ハ

各
従
僧
一
人
、
沙
弥
一
人
、
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童
子
二
人
、
三
綱
少
鎮ハ

沙
弥
一
人
、
童
子
二
人
、

 

」（
第
二
十
二
紙
（

１　
　

第
十
一　

太
政
官

若
申
二
数
事ヲ
一、
各
先
神
事ヲ
一、
申
二
神
事ヲ
一
史ハ

不
レ
申
二
凶
―

事ヲ
一、
御
本

命
日
、

中
宮
東
宮

亦
同
、

及
朔（

11
（

、
重
日
、
復
日ニ

亦
不
レ
申
二
凶
―

事ヲ
一、

凡
弁
官
申
レ
政ヲ

時
剋ハ

、
自
三
月
至
七
月ニ

辰
三
剋
、
自
九
月
至
正

５　
　

月
巳（

11
（

剋
、
二
八
両
月ハ

巳ノ

一
剋
、

凡
任
僧
綱
者
、
弁
官
預
仰テ

式
部
、
治
部
等
省ニ
一、
其
日
遣
使

（
11
（勅

二
参
議

賜
宣

命
文
、 

及
少
納
言
、
弁
、
式
部
輔
、
治
部ノ

輔
、
玄
蕃
頭
等
各
一
人ヲ
一、
共
向

僧
綱
所ニ
一、

僧
綱
所

預
設
座
、 

勅
使
以
宣
命
文ヲ

授
少
納
言ニ

、
少
納
言
受
而
就テ
レ
座ニ

、

宣
制
訖テ

勅
使
以
下
還
帰
、

（0

第
十
五　

内
蔵
寮

年
中
所
レ
造
御
梳
三
百
六
十
六
枚
、

皆
用
二
由
志　

ノ

木　
ヲ

、

（（　
　

諸
司
年
料
供
進
、
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梓ア
ツ
サ
ノ

弓
一
張
、
矢
四
具
、

一
具　

ハ

大　
ル

角　
ノ

伊
―

太
―

豆
―

伎
、
一
具　

ハ

角
伊
太
豆
伎
、
一

（
1（
（

具　
ハ

大　
ル

木　
ノ

伊
太
豆
伎
、
一
具 

ハ

万
―

万
―

伎
、

第
十
六　

陰
陽
寮

凡
漏
刻
燈
油
、
隨
月
大（

11
（

請
受
所
司
、

従
三
月
至
八
月
、
夜
別
四
合
、

従
九
月
至
二
月
、
夜
別
五
合
、

（0　
　

凡
暦
本
進
寮
、
具
注
御
暦
八
月
一
日
、
七
耀（

11
（

御
暦
十
二
月
十
一
日
、
頒
暦
六
月

廿
一
日
、
並
為
期
限
、

諸
時
撃
鼓
、　

子
午
各
九
下
、
丑
未
八
下
、
寅
申
七
下
、

卯
酉
六
下
、
辰
戌
五
下
、
巳
亥
四
下
、
並
平
声
、
鐘
依
刻
数
、 

」（
第
二
十
三
紙
（

１　
　

第
十
五　

内
蔵
寮

凡
正
月
七
日ニ

ハ、
預
前
節
一
日ニ
一、
寮
官
人
率テ

史
生
蔵
部ヲ
一、
装

餝
舞
台ヲ

、
設
冒
甲
四
条
、
下
敷ノ

両
面ノ

帳
一
条
、
鎮
子ノ

鐵
廿

廷
、

並
納　

タ
リ

布　
ノ

袋　
ニ

一、 

花
形ノ

料ノ

絲
一
絇
、
綿
半
屯
、
緑ノ

絹
一
丈
四
尺
、
熏
革

５　
　

半
枚ヲ

、
綴
雑

餝
料
、 

余ノ

節ノ

設ヿ
二
舞
台ヲ
一
同
之
、
是
日
兵
部
省ノ

所ノ
レ
献
御

弓
矢
等
、
寮
官
亦
進テ
レ
庭ニ

検
收
、

第
卅
一　

宮
内
省

凡
正
月
十
六
日ニ

ハ、
於テ

省ノ

庁ニ
一
給
男
女
饗
、
丞
宣
命
、
其
詞
曰
、
今
宣久

、

常毛

給
大オ

モ
ノ食

給
波
久

登

宣
、

　
　
（
十
四
行
程
度
余
白
（
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」（
第
二
十
四
紙
（

１　
　

第
四
十
六
左
衛
門
府

中
儀
、

謂
元
日
宴
会
、
正
月
七
日
、
十
七
日
大
射
、

十
一
月
新
嘗
会
、
及
饗
賜
蕃
客
、

第
卌
八

５　
　

左
馬
寮

　韁タ
ツ
ナ

―

鞚

ヲ
モ
ツ
ラ　

籠ヲ
モ
ツ
ラ頭　

　

刷ム
マ
ハ
タ
ケ

　
　
　
（
十
七
行
程
度
余
白
（ 

」（
第
二
十
五
紙
（

１
第
十
八　

式
部
上

凡
元
正ノ

行
列
次
第
、
参
議
以
上
在
左
、

太
政
大
臣
就ツ

カ
ム

列
之
時
、

右
大
臣
在
西
、

親
王
諸
王
及
余
官
三
位
已
上ハ

在
右
、
自

外ノ

五
位
以
上ハ

、
隨
便
左
右
、
其
四
位ノ

参
議
雖
是
下
階
、
列
二
同
色ノ

上
一、
孫
王
諸
王
同
色
、
先
列
孫

王
、
六
位
已
下
次
以
位
階
、
不
依
官
秩
、
外
位ハ

不
得
列
内
位ノ

上
、

５
凡
非
執
政
二
位
者
、
列
二
中
納
言
之
下シ

モ

、
三
位
参
議（

11
（

上
一、 
三
位
者（

11
（

四
位
参
議（

11
（

上
、

凡
前サ

キ
ノ

参
議
以
上
被
召
見（

11
（

及
預
朝
参
者
、
致
仕
者
在
二
本
位
見
任
上
一、
以
理
解
者
在
同
位
下
、

凡
五
位
以
上
侍
宴
、
衣
冠
不
正
、
容
儀
違
礼
者
、
遣
録
糾
之
、
但
殿
上
侍
臣
、
不
在（

11
（

此
限
・
・
・（

11
（

凡
神
事
及
斎
会
之
処
、
不
得
着
深
履
、

凡
擬
文
章
生
者
、
春
秋
二
仲ノ

月
試
之
、
試
了
喚
文
章
博
士
及
儒
士
二
三
人
、
省
共
判
定
其
等

（0
第
、
奏
聞
即
補
之
、
文
帝（

1（
（

得
業
生
試
了
判
定
奏
聞
亦
同
、

ノ

ノ

（
（（
（
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凡
大
臣
曾
孫
者
、
叙
従
八
位
下
、

凡
徴（

11
（

海ノ

訳
語
生
者
、
簡
学
生ノ

容
貌
端
正
者ノ

二
人
充
、
応
得
其
業
者
、
預
得
考
之
例
、

 

」（
第
二
十
六
紙
（

１
式
部
下

正
月
七
日ノ

叙
位
賜
レ
宴
、

当
日ノ　
質

明ニ

ア
ケ
ル
コ
ロ
オ
ヒ

、
掃
部
寮
設
座ヲ

於
便
―

所ニ
一、
輔
以
下
就テ
レ
座ニ

、
点
―

検
五
位
以
上ヲ

、
兼テ

仰
八
日ノ

御
斎

会ノ

職
掌ヲ

、
又
丞
録
率テ

史
生
省
掌ヲ

、
立テ
レ
標ヲ

退
出
、

叙
位　

ノ

標

同
立
之
、 

其
後ニ

有
喚
丞
参
入
、

兵
部

共　
ニ

参
、

５
大
臣
賜フ
二
可キ
レ
叙
人ノ

歴
名ヲ
一、
共ニ

退
出テ

唱ヘ
―

計フ

、
又
輔
依テ
レ
喚ニ

入テ

自
建（

11
（

春
門
、
立ツ

左
近ノ

陣ノ

西
南ノ

頭ニ
一、

兵
部
共　

ニ

参
、
若
多　

ハ

位
記
筥
丞
隨
、

即
大
臣
喚
之
、
称
唯
昇テ
レ
殿ニ

、
賜テ

位
記ノ

筥ヲ
一、
置
庭
中
案ニ

、
先
是
、
省
率テ

四
位

已
下
刀
禰
等ヲ
一、
列
立ス

門
外ニ

、 

于
時
少
納
言
出
喚
五
位
已
上
、
分
頭
参（

11
（

、
録
正
容
止ヲ

、
次
六
位

已
下
参
入
、
省
掌
正
容
―

止ヲ
一、
最
後ノ

者
比ニ
レ
到ル

堂
下ニ

、
省
官
亦
率
叙
人ヲ

入テ

立テ

、
宣
命
之

後
、
叙ヿ

訖テ

省
官
先
退ク

、
叙
人
拝
舞テ

退
出
、
丞
入テ

自
建
春
門
、
撤テ
レ
筥ヲ

而
出
、
宴
会
訖テ

（0
大
少
輔
及
録
相
分テ

、
執テ
レ
札ヲ

唱
名ヲ

、
事
見
儀
―

式　
ニ

、

　

 

」（
第
二
十
七
紙
（

１　
　

延
喜
式
第
四
十
五

左
近
衛
府

右
近
准
此
、

中
儀
、

謂　
フ

下
元
日　

ノ

宴
会
、
正
月
七
日
、
十
七
日　

ノ

大
射
、

十
一
月
新
嘗
会
、
及
饗
―中
賜　

ヿ
ヲ

蕃
客　

ニ
上、
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少
将
已
上
並ニ

着
位
襖
、
横
―

刀
、
靴
、
策
着
幟
殳ヲ

、
将
―

監
已
下
府
生

５　
　

已
上ハ

並
皂ノ

緌
、
位
―

襖
、
白
布
―

帯
、
横
―

刀
、
弓
箭
、
麻
鞋
、
近
―

衛ハ

皂ノ

緌
、
緑ノ

襖
、
白
布
帯
、
横
刀
、
弓
箭
、
麻
鞋
、

大
射
并
饗
賜
蕃
客　

ニ

之

時　
ハ

、
着
脛
巾
末
―

額　
ヲ

一、

小
儀
、

謂
告
朔
、
正
月　

ノ

上
卯　

ノ

日
、
臨
軒　

ニ

授
―

位
、
任
―

官　
シ

、
十
六
日　

ノ

踏
歌
、
十
八
日　

ノ

賭
―

射
、
五
月
五
日
、

七
月
廿
五
日
、
九
月
九
日
、
出
雲　

ノ

国
―

造　
ノ

奏　
シ

神
寿ヨ

詞コ
ト

、
冊
―

命　
シ

皇
―

后　
ニ

一、
冊
―

命　
シ

皇
太
子　

ニ

、
百
官　

ノ

賀
表
、
遣
―

唐
―

使　
ニ

賜
節
―

刀
、

将
軍　

ニ

賜
二
節
刀
一、

大
将
已
下
亦
准
中
儀ニ
一、

但
正
月　

ノ

上　
ノ

卯
、
授
―

位
、
任
―

官
、
十
八
日　

ニ
ハ、

少
将
已
上
執
弓
箭　

ヲ
一、
其　

レ

大

中
将　

ノ

帯　
セ
ラ
ム

二

参
議
已
上　

ヲ
一
者
、
不
執
弓
箭
、

其
近
衛ハ

、
黄
―

袍
、

（0　
　

凡
節
―

会ニ

御　
セ
ハ

紫
震（

11
（

殿ニ
一、
中
将
已
下
率テ

近
衛
等ヲ
一
入
自
日
華
門
、 

」（
第
二
十
八
紙
（

将
曹
一
人
前ニ

行
、

右　
ハ

入
自

月
華
門
、 
居ル
レ
胡ア

ク
ラ床
ニ、

　

 

少
将
已
上　

ノ

胡
―

床　
ニ
ハ

各
敷
虎　

ノ

皮　
ヲ

一、

　
　
（
七
行
程
度
余
白
（

 

」（
第
二
十
九
紙
（

（
凡
正
月
七
日
青
馬ノ
龓龓ノノ

近
衛ハ

、
着ス
二
皂
緌
、
末
額
、
細
布ノ

青
摺ノ 

衫ヒ
ト
エ
キ
ヌ

、
紫
小
袖
、

其
頭
錦
小
袖
、
若

蕃
客
朝
―

会　
セ
ハ

緋　
ノ

袍
、
但
頭

紫
袍
、

白
布
帯
、
横
刀
、
緋ノ

脛ハ
ヽ
キ

―

巾
、

右　
ハ

紺　
ノ

脛
巾
、 

帛ノ

襪
、
麻
鞋ヲ
一、

不
帯

弓
箭　

ヲ

、 

其
馬ノ

前
陣ノ

近
衛
十

人
、

右
近
衛
十

人　
ハ

後　
ノ

陣
之
、 

装
―

束
同
龓龓ニニ

但
帯

弓
箭　

ヲ

、

凡
供
奉
行
幸
大
将
以
下
少
将
以
上
、

幸
遠　

ハ

着
摺
衣　

ヲ

、
幸

近　
ハ

臨
―

時　
ニ

処
分
、

並
着
皂ノ

緌
、
横
刀
、
弓
箭
、
行
―

騰
、

５
草
鞋
、

幸
近　

ハ

除
行

騰　
ヲ

着　
ス

靴　
ヲ

、
将
監
以
下
府
生
以
上ハ

、
並
着
皂
緌
、
布
衫
、
白
布
帯
、
横
刀
、
弓
箭
、
行
騰
、

麻
鞋
、

幸
近　

ハ

以
蒲
脛

巾　
ヲ

一
代
行
騰
、
近
衛
、
皂
緌
、
青
摺ノ

布
衫
、
白
布
帯
、
横
刀
、
弓
箭
、
蒲
脛
巾
、
麻
鞋
、

凡
五
月
五
日ノ

薬
玉
料ノ

、
昌（

11
（

蒲
、
艾ヨ

モ
キ、

惣
盛

一
輿
、

凡
供
奉
行
幸
駕
輿
丁
者
、
駕
別ニ

廿
二
人
、

十
二
人
擎サ

ヽ
ク

御
輿　

ヲ

、

自
余　

ハ

執　
ル

二
前
後　

ノ

綱　
ヲ

一、
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（
五
行
余
白
（ 

」（
第
三
十
紙
（

１
第
四
十
六　

衛
門
府

凡
行メ

ク
リ

夜
者
、
八
省
院
、
豊
楽
院ニ

、
門
部
毎ニ

夜
各
一
人
、

起　
テ

戌　
ノ

一
尅　

ヨ
リ

迄　
ル

亥
一
尅
、
但

（
11
（

右
起
亥
二
尅
訖
子
二
尅
、

　
　
　
（
十
一
行
余
白
（

 

蔵
書
印
「
月
明
荘
」　　
　

」（
第
三
十
一
紙
（

翻
刻
註

（
（
（ 「
庶
」
―
「
座
」
の
右
傍
に
「
庶
」
と
付
す
。

（
（
（ 「
大
也
」
―
訳
注
本
に
な
し
。

（
（
（ 「
小
也
」
―
訳
注
本
に
な
し
。

（
（
（ 「
床
」
―
訳
注
本
「
牀
」（
土
本
「
林
」
を
九
・
梵
・
梵
別
本
に
よ
り
て
改
め
る
（。

（
（
（ 「
剋
」
―
訳
注
本
「
刻
」、
以
下
同
じ
。

（
（
（ 「
卅
」
―
訳
注
本
「
卌
」（
土
本
「
世
」
を
剛
・
九
本
に
よ
り
改
め
る
（。

　
　

 

「
親
家
」
―
訳
注
本
「
親
王
家
」。

（
（
（ 「
光
」
―
訳
注
本
「
兕
」（
土
本
「
光
」
を
九
本
に
よ
り
改
め
る
（。

（
（
（ 「
堀
」
―
訳
注
本
「
掘
」。

（
（
（ 「
陳
」
―
訳
注
本
「
陣
」（
土
本
「
陳
」
を
塙
本
に
よ
り
改
め
る
（。
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（
（0
（ 「
寮
」
―
訳
注
本
、
こ
の
下
に
「
充
」
一
字
あ
り
（
土
本
無
し
を
、
剛
・
九
本
に
よ
り
改
め
る
（。

（
（（
（ 「
・
・
」
―
訳
注
本
「
御
大
」（
土
本
無
し
を
剛
・
九
本
に
よ
り
改
め
る
（。

（
（（
（ 
兵
部
式
の
四
行
は
、
第
四
紙
三
・
四
行
目
の
余
白
に
挿
入
す
る
形
で
小
字
で
記
載
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
（ 「
二
人
」
―
訳
注
本
「
三
人
」（
土
本
「
二
人
」
を
儀
式
六
に
よ
り
改
め
る
。
九
・
閣
・
梵
本
ほ
か
土
本
に
同
じ
（。

（
（（
（ 「
摸
」
―
訳
注
本
「
横
」（
土
本
「
摸
」
を
井
・
壬
・
貞
本
に
よ
り
改
め
る
（。

（
（（
（ 「
入
」
―
訳
注
本
「
及
」（
土
本
「
入
」
を
考
異
に
従
い
改
め
る
（。

（
（（
（ 「
御
」
―
訳
注
本
、
こ
の
上
に
「
高
」
一
字
あ
り
（
土
本
無
し
を
、
塙
イ
本
に
よ
り
補
う
（。

（
（（
（ 「
内
」
―
訳
注
本
無
し
。
衍
か
。

（
（（
（ 「
料
」
―
「
断
」
に
ミ
セ
ケ
チ
を
施
し
右
傍
に
「
料
」
を
付
す
（
土
本
も
同
様
（。

（
（（
（ 「
丈
」
―
訳
注
本
「
大
」。

（
（0
（ 「
楽
」
―
こ
の
下
に
「
院
」
一
字
あ
る
が
ミ
セ
ケ
チ
を
施
す
。

（
（（
（ 

こ
の
部
分
、
九
、十
行
目
に
か
け
て
上
部
に
頭
注
「
以
氈
置
侍
従
／
少
納
言
等
可
立
／
所
、
仍
称
位
氈
、
／
或
云
、
乍
著
履
／
立

其
上
云
々
、」（
／
は
改
行
を
示
す
（
を
付
す
（
土
本
も
同
じ
。
九
・
梵
・
梵
別
本
を
除
く
諸
本
に
も
見
え
る
（。

（
（（
（ 「
氈
」
―
訳
注
本
、
こ
の
上
に
「
位
」
一
字
あ
り
。

（
（（
（ 「
碧
」
―
訳
注
本
「
珀
」（
土
本
「
碧
」
を
意
に
よ
り
改
め
る
（。

（
（（
（ 「
莖
」
―
「
蓙
」
に
ミ
セ
ケ
チ
を
施
し
右
傍
に
「
莖
」
を
付
す
（
訳
注
本
は
土
本
「
座
」
を
塙
イ
本
に
よ
り
改
め
る
（。

（
（（
（ 「
玉
」
―
訳
注
本
「
正
」（
土
本
「
玉
」、
諸
本
「
玉
」「
正
」
と
す
る
が
、
訳
注
本
は
井
校
本
に
従
い
「
正
」
と
し
、「
タ
ダ
シ
コ

ノ
字
衍
ト
見
ル
ベ
キ
カ
」
と
す
る
（。
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（
（（
（ 「
尾
道
」
―
訳
注
本
「
尾
」
の
上
に
「
龍
」
一
字
あ
り
（
土
本
無
し
を
、
塙
校
注
に
よ
り
て
補
う
（。

　
　

 

「
又
」
―
訳
注
本
無
し
。

（
（（
（ 「
其
」
―
訳
注
本
「
并
」（
土
本
・
そ
の
他
諸
本
も
「
其
」
と
す
る
が
、
意
を
為
さ
な
い
た
め
意
改
す
る
（。

（
（（
（ 「
下
」
―
訳
注
本
「
上
」（
土
本
「
下
」
を
儀
式
六
・
左
右
近
衛
式
４
条
に
よ
り
改
め
る
（。

（
（（
（ 「
以
」
―
訳
注
本
、
こ
の
下
に
「
次
」
一
字
あ
り
（
土
本
無
し
を
、
梵
校
注
・
梵
別
校
注
・
塙
・
井
校
注
に
よ
り
補
う
（。

（
（0
（ 「
腋
」
―
訳
注
本
「
掖
」（
土
本
「
腋
」
を
例
に
よ
り
改
め
る
（。
以
下
同
じ
。

（
（（
（ 「
右
」
―
訳
注
本
、
こ
の
下
に
「
兵
衛
」
二
字
あ
り
。

（
（（
（ 「
儀
」
―
訳
注
本
、
こ
の
下
に
「
謂
元
日
、
即
位
、
及
受
蕃
国
使
表
、」
を
割
注
で
記
す
。

（
（（
（ 「
搆
」
―
訳
注
本
「
構
」。
以
下
同
じ
。

（
（（
（ 「
角
」
―
「
用
」
に
ミ
セ
ケ
チ
を
施
し
右
傍
に
「
角
」
と
朱
筆
す
る
。

（
（（
（ 「
昌
」
―
こ
の
下
に
「
門
」
一
字
あ
る
が
ミ
セ
ケ
チ
を
施
す
。

（
（（
（ 「
了
」
―
訳
注
本
「
畢
」。

（
（（
（ 「
制
」
―
「
例
」
に
ミ
セ
ケ
チ
を
施
し
右
傍
に
「
制
」
を
付
す
。

（
（（
（ 「
降
」
―
「
陣
」
に
ミ
セ
ケ
チ
を
施
し
右
傍
に
「
降
」
を
付
す
。

（
（（
（ 「
章
」
―
訳
注
本
「
童
」（
土
本
「
章
」
を
考
異
に
従
い
改
め
る
（。

（
（0
（ 「
客
」
―
訳
注
本
「
容
」。

　
　

 

「
人
々
」
―
訳
注
本
「
合
」（
土
本
「
人
々
」
を
閣
・
梵
そ
の
他
に
よ
り
改
め
る
（。

（
（（
（ 「
舎
」
―
訳
注
本
「
令
」。
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（
（（
（ 「
園
」
―
訳
注
本
「
薗
」（
土
本
ほ
か
諸
本
「
園
」
を
神
名
式
上
２
条
に
よ
り
改
め
る
（。
以
下
同
じ
。

（
（（
（ 「
祭
」
―
訳
注
本
、
こ
の
下
に
「
之
」
一
字
あ
り
。

（
（（
（ 「
御
」
―
訳
注
本
「
神
」。

（
（（
（ 「
段
」
―
訳
注
本
「
端
」。
こ
れ
に
つ
い
て
訳
注
本
（
上
（「
凡
例
」
は
、
底
本
の
用
字
に
関
わ
ら
ず
庸
布
・
商
布
・
交
易
布
の
単

位
を
「
段
」、
調
布
そ
の
他
の
布
の
単
位
を
「
端
」
に
統
一
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

（
（（
（ 「
穴
」
―
訳
注
本
「
宍
」。

（
（（
（ 「
訪
」
―
訳
注
本
「
問
」。

（
（（
（ 「
斎
」
―
訳
注
本
、
こ
の
下
に
「
并
」
一
字
あ
り
（
土
本
無
し
を
年
中
行
事
秘
抄
所
引
貞
観
式
逸
文
に
従
い
補
う
〈
但
し
同
逸
文

は
「
前
」
字
を
欠
く
〉（。

（
（（
（ 「
事
」
―
訳
注
本
、
こ
の
下
に
「
月
」
一
字
あ
り
（
拾
芥
抄
所
引
の
式
は
「
日
」
に
作
る
（。

（
（0
（ 「
内
」
―
「
宮
」
に
ミ
セ
ケ
チ
を
施
し
右
傍
に
「
内
」
を
付
す
。

（
（（
（ 「
勢
」
―
訳
注
本
、
こ
の
下
に
「
斎
」
一
字
あ
り
（
土
本
無
し
を
意
に
よ
り
て
改
め
る
（。

（
（（
（ 「
穴
」
―
訳
注
本
「
宍
」（
土
本
「
穴
」
を
条
本
に
よ
り
改
め
る
（。

（
（（
（ 「
段
」
―
訳
注
本
「
端
」。
前
掲
註
（（
参
照
。

（
（（
（ 「
者
」
―
訳
注
本
、
こ
の
下
に
「
先
」
一
字
あ
り
。

（
（（
（ 「
・
・
」
―
同
条
文
の
一
部
（
二
十
六
字
（
を
略
す
。

（
（（
（ 「
輦
車
」
―
訳
注
本
、
こ
の
下
に
「
腰
輿
」
二
字
あ
り
（
土
本
無
し
を
西
本
に
よ
り
補
う
（。

（
（（
（ 「
親
」
―
訳
注
本
、
こ
の
下
に
「
王
」
一
字
あ
り
（
土
本
無
し
を
西
・
井
本
に
よ
り
補
う
（。
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（
（（
（ 「
朔
」
―
訳
注
本
、
こ
の
下
に
「
日
」
一
字
あ
り
。

（
（（
（ 「
巳
」
―
訳
注
本
、
こ
の
下
に
「
二
」
一
字
あ
り
（
土
本
無
し
を
塙
・
藤
本
に
よ
り
補
う
（。

（
（0
（ 「
使
勅
」
―
訳
注
本
「
勅
使
」（
土
本
「
使
勅
」
を
九
本
に
よ
り
改
め
る
（。

（
（（
（ 「
伊
太
豆
岐
」
―
右
傍
に
朱
線
を
引
き
、
一
字
ご
と
の
左
肩
に
朱
筆
で
丸
を
付
す
。

　
　

 

「
万
万
岐
」
―
一
字
ご
と
の
左
肩
に
朱
筆
で
丸
を
付
す
。

（
（（
（ 「
大
」
―
訳
注
本
、
こ
の
下
に
「
小
」
一
字
あ
り
。

（
（（
（ 「
耀
」
―
訳
注
本
「
曜
」（
土
本
「
輝
」
を
九
・
剛
本
に
よ
り
改
め
る
（。

（
（（
（ 

こ
の
二
行
、
傍
線
で
抹
消
す
る
。

（
（（
（ 「
議
」
―
訳
注
本
、
こ
の
下
に
「
之
」
一
字
あ
り
。

（
（（
（ 「
者
」
―
訳
注
本
、
こ
の
下
に
「
列
」
一
字
あ
り
（
土
本
無
し
を
塙
イ
本
に
よ
り
補
う
〈
但
し
、
法
曹
類
林
所
引
貞
観
式
逸
文
は

土
本
に
同
じ
〉（。

（
（（
（ 「
議
」
―
訳
注
本
、
こ
の
下
に
「
之
」
一
字
あ
り
（
土
本
に
な
い
が
、
要
略
六
九
に
よ
り
補
う
（。

（
（（
（ 「
見
」
―
訳
注
本
、
こ
の
下
に
「
参
」
一
字
あ
り
（
土
本
に
な
い
が
、
塙
本
に
よ
り
補
う
（。

（
（（
（ 「
在
」
―
「
限
」
に
ミ
セ
ケ
チ
を
施
し
、
右
傍
に
「
限
」
を
付
す
。

（
（0
（ 「
・
・
・
」
―
同
条
文
の
後
半
部
分
を
省
略
し
て
い
る
。

（
（（
（ 「
帝
」
―
訳
注
本
「
章
」。

（
（（
（ 「
徴
」
―
訳
注
本
「
渤
」（
土
本
「
徴
」
を
塙
校
注
・
井
校
注
に
よ
り
改
め
る
（。

（
（（
（ 「
建
」
―
訳
注
本
「
逢
」（
土
本
「
建
」
を
儀
式
に
よ
り
改
め
る
（
以
下
同
じ
。
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（
（（
（ 「
参
」
―
訳
注
本
、
こ
の
下
に
「
入
」
あ
り
。

（
（（
（ 「
震
」
―
訳
注
本
「
宸
」（
土
本
「
震
」
を
意
に
よ
り
改
め
る
（。

（
（（
（ 「
昌
」
―
訳
注
本
「
菖
」（
土
本
「
昌
」
を
例
に
よ
り
改
め
る
（。

（
（（
（ 「
訖
」
―
訳
注
本
「
迄
」（
土
本
「
訖
」
を
上
文
及
び
左
右
近
衛
式
（0
条
に
倣
い
改
め
る
（。
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有
栖
川
宮
家
伝
来
薫
物
具
　
―
薫
物
伝
書
を
通
じ
て
―

田　

中　
　
　

潤

１　

は
じ
め
に

　

古
代
以
来
、
香
は
宮
廷
文
化
の
一
角
を
占
め
、
古
典
文
学
の
中
に
お
い
て
も
、
四
季
や
人
々
の
心
情
の
移
ろ
い
、
身
に
付
け
た
教
養
を

披
瀝
し
象
徴
的
に
表
現
す
る
も
の
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
し
て
き
た
。
特
に
多
種
に
わ
た
る
香
料
を
調
合
し
て
作
ら
れ
る
薫
物
（
た
き

も
の
）
は
、
そ
の
香
料
の
調
合
分
量
・
手
順
・
方
法
が
継
承
の
過
程
で
秘
伝
化
し
、
殊
に
勅
作
と
称
さ
れ
る
天
皇
親
作
に
な
る
薫
物
は
公

家
武
家
を
問
わ
ず
、
人
々
の
垂
涎
の
的
と
し
て
時
代
を
問
わ
ず
珍
重
さ
れ
て
き
た
。

　

本
稿
で
は
、
近
世
霊
元
天
皇
か
ら
の
血
統
を
大
正
時
代
ま
で
伝
え
た
数
少
な
い
宮
家
の
一
つ
で
あ
る
有
栖
川
宮
家
で
用
い
ら
れ
、
今
日

國
學
院
大
學
に
伝
え
ら
れ
た
薫
物
調
製
具
と
、
そ
れ
に
納
め
ら
れ
て
共
に
伝
え
ら
れ
た
薫
物
関
係
の
伝
書
に
つ
い
て
紹
介
を
行
う
。
併
せ

て
、
江
戸
時
代
の
朝
廷
社
会
に
お
い
て
薫
物
が
果
た
し
た
役
割
の
一
端
を
、
宮
家
伝
来
の
薫
物
伝
書
の
整
理
を
通
じ
て
明
ら
か
に
す
る
も

の
で
あ
る
。



78

２　

國
學
院
大
學
収
蔵
ま
で
の
経
緯

　

薫
物
具
の
紹
介
に
先
立
ち
、
本
資
料
を
含
む
有
栖
川
宮
家
関
係
資
料
が
國
學
院
大
學
の
収
蔵
と
な
る
経
緯
を
略
述
す
る
。
大
正
二
年

（
一
九
一
三
）
七
月
、有
栖
川
宮
家
最
後
の
当
主
威
仁
親
王
の
危
篤
に
際
し
、大
正
天
皇
の
御
沙
汰
に
よ
り
第
三
皇
男
子
光
宮
宣
仁
親
王
は
、

有
栖
川
宮
家
の
旧
号
で
あ
る
高
松
宮
の
称
号
を
賜
り
、
同
宮
家
の
祭
祀
を
継
承
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
有
栖
川
宮
家
に
伝
え
ら
れ
た
典

籍
や
什
物
は
高
松
宮
家
に
継
承
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た（

（
（

。

　

今
回
紹
介
す
る
有
栖
川
宮
家
伝
来
の
薫
物
関
係
資
料
は
、
典
籍
の
形
態
を
と
る
も
の
で
あ
る
が
、
高
松
宮
本
と
通
称
さ
れ
る
他
の
書
籍

類
と
は
収
蔵
場
所
を
異
に
し
、
薫
物
調
合
の
道
具
を
納
め
た
「
御
薫
物
箱
」
に
収
納
さ
れ
て
伝
来
し
た
。
高
松
宮
家
に
伝
来
し
た
古
典
籍

（
高
松
宮
本
）
に
関
し
て
は
、
相
馬
万
里
子
氏（

（
（

、
小
倉
慈
司
氏（

（
（

に
よ
り
、
高
松
宮
家
に
お
け
る
調
査
と
、
宮
内
庁
や
国
立
歴
史
民
俗
博
物

館
へ
の
収
蔵
な
ど
、
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
整
理
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
当
該
資
料
は
こ
れ
ら
の
調
査
を
経
な
か
っ
た
た
め
か
、
本

資
料
群
に
は
、
整
理
の
過
程
で
付
さ
れ
た
番
号
ラ
ベ
ル
や
整
理
番
号
の
墨
書
な
ど
は
調
査
の
痕
跡
は
確
認
さ
れ
な
い
点
に
お
い
て
新
出
に

属
す
る
資
料
で
あ
る
。

　

こ
の
薫
物
関
係
資
料
は
、平
成
八
年
十
月
三
十
日
に
、創
立
百
十
四
周
年
奉
告
の
た
め
高
松
宮
家
に
参
邸
し
た
佐
々
木
周
二
理
事
長
（
当

時
）
に
対
し
て
、
高
松
宮
家
よ
り
國
學
院
大
學
に
お
下
げ
渡
し
の
旨
が
伝
え
ら
れ
た
有
栖
川
宮
・
高
松
宮
御
所
縁
の
品
々
に
含
ま
れ
た
作

品
の
一
つ
で
あ
る（

（
（

。
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３　
「
御
薫
物
具
」
収
納
の
資
料
に
つ
い
て

　

薫
物
関
係
資
料
は
、
薫
物
具
を
収
納
す
る
本
体
の
内
箱
（
図
①
）
と
、
内
箱
を
保
護
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
外
箱
（
図
②
）
の
二
重

箱
に
よ
り
保
存
さ
れ
て
き
た
。
外
箱
は
、
桐
木
地
に
外
装
は
黒
漆
塗
り
、
内
装
は
桐
木
地
に
和
紙
を
内
貼
り
と
し
た
外
寸
（
縦
四
〇
・
五

×
横
三
二
・
〇
×
高
三
一
・
〇
各
㎝
）
の
台
差
箱
で
、
蓋
の
甲
に
は
「
御
薫
物
具
」
の
銀
字
蒔
絵
が
施
さ
れ
て
い
る
。
現
状
で
は
台
差
の
蓋

を
受
け
る
部
分
が
欠
損
し
て
い
る
が
、
当
初
は
葛
籠
掛
け
の
紐
を
伴
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
高
松
宮
家
旧
蔵
品
に
な
る
他
の
作
品
群
と

同
様
に
、
蓋
の
甲
の
部
分
と
、
側
面
の
二
方
向
に
収
納
内
容
物
を
明
示
す
る
墨
書
押
紙
が
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
薫
物
具
に
つ
い
て
は
、

蓋
の
甲
と
側
面
の
二
方
向
に
同
時
期
に
貼
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
「
有
栖
川
宮
」・「
御
薫
物
具
」
の
墨
書
押
紙
が
各
一
枚
貼
ら
れ
て
お
り
、

ま
た
こ
れ
に
先
行
し
て
貼
ら
れ
た
と
思
し
き
「
御
薫
物
具
」
と
「
三
十
八
」
と
墨
書
さ
れ
た
押
紙
が
側
面
の
一
方
に
貼
ら
れ
て
い
る
。
ま

た
比
較
的
新
し
い
時
期
の
整
理
に
関
係
す
る
と
思
わ
れ
る
「
香
合
／
（9
」
と
い
う
通
し
番
号
が
印
字
さ
れ
た
白
い
ラ
ベ
ル
も
蓋
の
甲
の
部

分
と
、
側
面
の
一
方
向
に
貼
ら
れ
て
い
る
。

　

内
箱
は
、
ウ
コ
ン
染
め
の
木
綿
布
に
包
ま
れ
て
外
箱
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
内
箱
は
、
外
寸
（
縦
三
七
・
五
×
横
二
九
・
一
×
高

二
六
・
七
各
㎝
）
で
内
外
と
も
に
黒
の
真
塗
と
し
、
身
の
底
面
を
除
く
、
蓋
と
身
の
外
側
に
は
八
重
の
表
菊
・
裏
菊
が
三
種
類
の
技
法
を

使
い
分
け
、
蓋
に
二
五
個
、
身
に
三
八
個
を
蒔
絵
し
た
被
せ
箱
で
、
中
に
は
掛
子
が
設
け
ら
れ
、
身
・
蓋
・
掛
子
の
木
口
は
面
金
さ
れ
て

い
る
。
掛
子
に
は
八
つ
の
盛
蓋
の
小
箱
型
を
し
た
篩
（
ふ
る
い
）
が
納
め
ら
れ
て
お
り
（
図
③
）、小
箱
の
中
に
更
に
設
け
ら
れ
た
掛
子
は
、

そ
の
底
に
粗
密
各
種
の
裂
を
張
っ
た
篩
の
形
状
で
、
篩
わ
れ
た
粉
末
が
小
箱
の
身
に
溜
ま
る
構
造
と
さ
れ
て
い
る
。
蓋
の
甲
と
身
の
一
側

面
に
は
そ
れ
ぞ
れ
「
沈
」・「
丁
」・「
薫
」・「
貝
」・「
甘
」・「
白
」・「
麝
」・「
鬱
」
の
金
文
字
蒔
絵
が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
調
香
に
用
い
ら
れ

る
沈
香
・
丁
子
・
薫
陸
・
貝
香
・
甘
松
・
白
檀
・
麝
香
・
鬱
金
用
の
篩
で
、「
沈
」
と
「
丁
」
の
み
幅
が
一
・
五
㎝
狭
い
。
な
お
こ
の
薫
物
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図①　内箱

図②　外箱
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箱
と
法
量
・
様
式
・
蒔
絵
な
ど
の
点
に
お
い
て
類
似
し
た
作
品
が

尾
張
徳
川
家
の
徳
川
美
術
館
に
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
中
に
は
調
香

に
用
い
ら
れ
た
筆
・
匙
・
箆
が
納
め
ら
れ
て
い
る（

（
（

。

　

薫
物
具
箱
に
納
め
ら
れ
た
道
具
類
は
、
概
ね
宮
家
で
の
贈
答
に

用
い
ら
れ
た
太
刀
目
録
な
ど
の
反
故
紙
を
転
用
し
た
厚
手
の
包
み

紙
に
よ
り
種
類
別
に
整
理
さ
れ
て
お
り
、
包
み
の
表
に
は
類
似
し

た
筆
跡
で
内
容
が
上
書
き
さ
れ
て
い
る
。
掲
載
し
た
表
は
、
内
容

に
関
す
る
整
理
を
も
と
に
作
成
し
た
目
録
で
あ
る
。
内
容
物
は
い

ず
れ
も
薫
物
の
調
製
に
必
要
な
箆
、匙
、箸
（
図
④
）、羽
（
図
⑤
）、

水
晶
製
の
す
り
棒
や
陶
器
製
の
乳
鉢
な
ど
で
あ
る
。
注
目
さ
れ
る

の
が
、
８
番
の
包
み
紙
の
上
書
に
「
享
和
元
六
御
改
」
と
の
記
載

が
確
認
さ
れ
、
折
に
触
れ
て
整
理
が
な
さ
れ
て
い
る
様
子
が
う
か

が
え
る
。
香
料
の
実
物
は
、
４
番
の
包
み
に
貝
香
の
実
物
が
ま
と

ま
っ
て
納
め
ら
れ
て
い
る
ほ
か
に
香
料
自
体
は
収
納
さ
れ
て
お
ら

ず
、
小
箱
形
の
篩
・
箸
・
箆
・
笏
・
乳
鉢
な
ど
、
使
用
の
痕
跡
は

認
め
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
清
拭
さ
れ
て
納
め
ら
れ
て
い
る
。

図③　懸子
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図④　箆　匙　箸

図⑤　羽
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４　

有
栖
川
宮
家
の
贈
答
に
み
る
薫
物
の
位
置
付
け

　

こ
う
し
た
薫
物
具
を
用
い
て
調
整
さ
れ
た
薫
物
は
朝
廷
社
会
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
朝
廷
に
お
け

る
贈
答
に
際
し
て
用
い
ら
れ
た
薫
物
や
匂
袋
に
つ
い
て
、
近
世
前
期
の
正
親
町
天
皇
・
後
陽
成
天
皇
期
を
ピ
ー
ク
と
し
て
天
皇
親
作
が
数

多
く
下
賜
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
本
間
洋
子
氏
に
よ
り
紹
介
さ
れ
て
い
る
。そ
の
中
で
織
豊
政
権
か
ら
徳
川
政
変
へ
の
移
行
期
に
お
い
て
は
、

賜
与
側
で
は
朝
廷
安
泰
を
期
待
し
た
賜
物
で
あ
り
、
受
領
者
側
で
は
天
皇
親
作
の
王
朝
時
代
以
来
の
由
緒
を
持
つ
薫
物
を
贈
ら
れ
る
こ
と

に
意
味
が
あ
っ
た
と
評
価
し
、
江
戸
幕
府
安
定
期
以
降
は
薫
物
の
下
賜
に
関
す
る
記
録
が
『
御
湯
殿
の
上
の
日
記
』
か
ら
は
減
少
し
て
い

く
と
し
て
い
る（

（
（

。

　

下
賜
数
が
減
少
し
て
い
く
と
さ
れ
る
薫
物
で
あ
る
が
、
先
述
の
よ
う
な
調
香
道
具
を
備
え
た
有
栖
川
宮
家
で
は
、
薫
物
な
ど
の
贈
答
は

ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
挙
げ
る
資
料
は
、
有
栖
川
宮
家
の
歴
代
行
実
か
ら
、
薫
物
・
匂
い
袋
関
連
す
る
記
事

を
抽
出
し
た
も
の
で
あ
る
。（
資
料
中
の
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
。）

　

・�（
寛
永
八
年
・
私
註
以
下
同
）
六
月
下
浣
以
来
前
将
軍
徳
川
秀
忠
病
む
を
以
て
、
八
月
八
日
、
本
郷
右
近
を
江
戸
に
遣
し
金
地
院
崇

傳
（
本
光
國
師
）
に
頼
み
、
親
ら
御
調
合
の
薫
物
一
合
を
贈
り
て
其
の
病
を
問
は
し
め
ら
る（

（
（

。

　

・�（
寛
文
一
〇
年
）
八
月
二
八
日
仮
邸
よ
り
新
邸
に
移
徙
せ
ら
る
。
新
邸
は
花
町
旧
邸
の
敷
地
に
経
営
あ
り
し
も
の
に
し
て
将
軍
家
綱

は
営
作
費
二
千
両
を
献
進
す
。
仍
り
て
其
の
謝
礼
の
為
に
九
月
十
三
日
家
司
矢
島
兵
庫
助
（
宗
在
）
を
江
戸
に
遣
し
、家
綱
に
太
刀
・

銀
馬
代
及
び
薫
物
を
贈
り
、
老
中
・
若
年
寄
・
高
家
等
に
物
を
賜
ふ（

（
（

。

　

・�（
延
宝
）
四
年
幕
府
當
邸
造
営
費
二
千
両
を
献
進
す
。
仍
ち
近
習
山
本
主
税
助
を
江
戸
に
遣
し
て
之
を
謝
し
、
将
軍
に
太
刀
銀
馬
代
・

匂
袋
十
箱
を
贈
り
、
老
中
・
高
家
等
に
各
々
薫
物
一
合
を
賜
ふ
。
ま
た
松
平
越
後
守
（
光
長
）
に
薫
物
二
合
を
贈
与
せ
ら
る（

9
（

。
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・�（
延
宝
八
年
三
月
十
日
）
是
日
、
打
枝
（
薫
物
三
種
薄
様
に
居
、
雲
足
の
臺
に
載
す
）
を
家
綱
に
贈
ら
る（

（1
（

。

　

・�（
貞
享
二
年
三
月
七
日
・
将
軍
代
替
慶
賀
関
東
下
向
将
軍
対
面
に
際
し
）
今
朝
親
王
よ
り
薫
物
三
種
を
綱
吉
に
贈
ら
せ
ら
る（

（（
（

。

　

・（
貞
享
五
年
七
月
十
日
富
貴
宮
養
子
許
可
御
礼
）
綱
吉
に
太
刀
銀
馬
代
及
び
匂
袋
を
贈
ら
せ
ら
る（

（1
（

。

　

・�（
元
禄
一
〇
年
三
月
七
日
王
女
英
宮
入
内
）
女
御
入
内
の
祝
と
し
て
（
中
略
）
上
皇
よ
り
太
刀
馬
代
金
・
薫
物
並
に
薄
様
一
包（

（1
（

。

　

・�（
元
禄
一
六
年
一
一
月
二
六
日
正
仁
親
王
姉
淑
宮
東
本
願
寺
入
輿
）
一
一
月
二
六
日
、
淑
宮
に
薫
物
・
伽
羅
を
進
め
ら
る
。
薫
物
は

勅
方
な
り（

（1
（

。

　

・�（
九
月
五
日
）
又
同
宮
（
輪
王
寺
宮
）
の
当
邸
を
辞
去
せ
ら
る
る
に
際
し
、
後
西
天
皇
勅
方
の
薫
物
（
新
枕
）・
幸
仁
親
王
御
作
牡
丹

の
造
花
一
輪
（
錫
花
入
）
を
進
ぜ
ら
る（

（1
（

。

　

・
四
月
二
一
日
、
新
院
附
武
家
山
口
安
房
守
（
直
重
）
に
後
西
天
皇
勅
方
薫
物
（
新
枕
）
を
賜
ふ（

（1
（

。

　

・
是
日
、
打
枝
（
薫
物
若
草
・
玉
椿
・
仙
人
）
を
家
宣
に
贈
ら
せ
ら
る（

（1
（

。

　

・�

二
十
九
日
、
尾
張
中
納
言
（
吉
通
）
に
内
証
音
物
と
し
て
勅
方
薫
物
二
種
（
玉
椿
・
仙
人
）・
三
部
抄
一
部
（
公
卿
三
筆
、
外
題
右

大
臣
）
を
同
室
に
勅
方
薫
物
二
種
（
若
草
・
仙
人（

（1
（

）

　

編
纂
資
料
か
ら
の
収
集
で
は
あ
る
が
、
幕
府
な
ど
武
家
へ
の
薫
物
の
下
賜
は
、
宮
邸
新
築
に
対
し
て
の
返
礼
、
将
軍
襲
職
の
慶
賀
、
老

中
・
高
家
・
御
三
家
・
親
藩
当
主
・
附
武
家
へ
の
賜
物
な
ど
、
宮
家
に
と
っ
て
重
要
な
案
件
や
幕
府
重
役
へ
の
賜
物
と
し
て
用
い
ら
れ
て

い
る
。
特
に
、
親
王
自
ら
の
調
合
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
調
香
に
際
し
て
は
、
勅
方
に
よ
る
調
合
で
あ
る
こ
と
が
特
記
さ
れ
て
お
り
、

贈
答
に
用
い
ら
れ
る
薫
物
と
し
て
、
親
作
で
あ
る
こ
と
、
調
香
の
方
が
勅
方
で
あ
る
こ
と
が
何
よ
り
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え

る
。
一
方
禁
裏
や
縁
戚
と
の
贈
答
に
お
い
て
も
、
同
様
の
傾
向
が
う
か
が
え
る
。
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５　

有
栖
川
宮
家
伝
来
薫
物
伝
書

　

こ
う
し
た
薫
物
の
調
製
に
お
い
て
重
視
さ
れ
、
本
資
料
群
の
内
で

特
に
注
目
さ
れ
る
の
が
、
薫
物
製
作
に
不
可
欠
な
調
香
の
為
の
伝
書

で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
製
法
・
分
量
を
記
し
た
切
紙
・
折
紙
の
類
で

あ
る
（
図
⑥
）。
伝
統
的
な
六
種
の
薫
物
や
新
作
薫
物
の
方
に
関
す

る
折
紙
、
切
紙
の
ほ
か
、
表
の
内
９
番
・
（（
番
・
（（
番
の
紙
包
に
ま

と
め
ら
れ
て
い
る
。
近
年
薫
物
に
関
す
る
研
究
が
進
展
し
て
お
り
、

本
資
料
群
に
も
含
ま
れ
る
「
薫
物
故
書
」
は
諸
伝
本
間
で
の
異
同
の

検
討
な
ど
、
伝
承
の
経
緯
と
共
に
検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
る（

（1
（

ほ
か
、

「
薫
物
方（

11
（

」・「
薫
物
黒
方
秘
方（

1（
（

」・「
薫
物
調
合
秘
方（

11
（

」
な
ど
朝
廷
所

縁
の
伝
書
の
翻
刻
が
徐
々
に
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
る（

11
（

。

　

本
稿
で
紹
介
す
る
薫
物
伝
書
は
、
有
栖
川
宮
家
伝
来
と
い
う
極
め

て
皇
統
に
近
い
宮
家
に
伝
え
ら
れ
た
薫
物
伝
書
で
あ
る
こ
と
。
調
香

具
と
共
に
伝
え
ら
れ
た
こ
と
。
宮
家
か
ら
皇
統
を
継
ぎ
、
薫
物
の
継

承
に
深
く
関
わ
っ
た
と
さ
れ
る
後
西
天
皇
（
良
仁
親
王
）
の
皇
子
で

三
代
当
主
の
幸
仁
親
王
の
書
写
に
か
か
る
伝
書
を
含
む
こ
と
、
江
戸

初
期
以
降
の
新
作
薫
物
の
方
な
ど
、
朝
廷
に
お
け
る
薫
物
文
化
を
考

図⑥　薫物伝書
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え
て
行
く
上
で
重
要
な
資
料
で
あ
る
。
こ
の
内
【
資
料
６
】
（（
―
３
に
つ
い
て
は
、
書
写
名
は
確
認
さ
れ
な
い
が
、
書
体
・
書
風
か
ら
宮

家
二
代
の
良
仁
親
王
（
後
の
後
西
天
皇
）
の
書
写
も
考
慮
さ
れ
得
る
。

　

本
資
料
群
で
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、【
資
料
７
】
（（
―
４
・【
資
料
８
】
（（
―
５
の
有
栖
川
宮
幸
仁
親
王
の
手
に
な
る
伝
書
二
冊
で
あ

る
。
両
者
と
も
元
禄
五
年
四
月
晦
日
と
同
五
月
朔
日
に
親
王
が
今
出
川
（
菊
亭
）
公
規
所
持
の
伝
本
を
親
王
が
書
写
し
た
旨
の
奥
書
が
あ

る
が
、
後
者
に
つ
い
て
は
そ
の
本
と
も
考
え
ら
れ
る
今
出
川
公
規
書
写
に
な
る
伝
書
が
（（
―
（0
止
と
し
て
含
ま
れ
、
巻
末
に
は
「
菊
亭
蔵

書
」「
公
規
」
の
印
影
が
確
認
さ
れ
る
。
調
香
の
内
容
は
極
め
て
多
岐
に
わ
た
り
、
各
所
に
架
蔵
さ
れ
る
諸
本
間
の
異
動
に
つ
い
て
は
今

後
に
お
け
る
伝
書
内
容
の
比
較
を
要
す
る
が
、
江
戸
時
代
の
世
襲
親
王
家
と
し
て
の
有
栖
川
宮
家
に
お
け
る
薫
物
調
合
の
根
幹
を
知
り
、

薫
物
文
化
の
実
態
を
現
代
に
伝
え
る
資
料
と
し
て
今
後
の
活
用
に
資
す
る
こ
と
を
願
う
も
の
で
あ
る
。

６　

お
わ
り
に

　

高
松
宮
本
の
来
歴
に
つ
い
て
小
倉
慈
司
氏
は
「
高
松
宮
本
の
大
部
分
は
、
幸
仁
親
王
・
職
仁
親
王
の
時
期
に
形
成
さ
れ
た
と
考
え
て
よ

い
で
あ
ろ
う（

11
（

」
と
し
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
の
薫
物
伝
書
の
集
成
に
関
し
て
も
、
書
写
の
経
緯
な
ど
を
含
め
て
同
時
期
に
お
け
る
書
写
・
収

書
活
動
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
好
材
料
で
あ
る
。
有
栖
川
御
流
や
歌
道
の
御
所
伝
授
な
ど
、
文
化
・
文
芸
・
芸
術
に
深
く
関
わ
っ
た
世

襲
親
王
家
と
い
う
側
面
と
共
に
、
薫
物
と
い
う
王
朝
以
来
の
宮
廷
文
化
に
も
深
く
根
差
し
た
有
栖
川
宮
家
の
様
子
を
現
代
に
伝
え
る
貴
重

な
資
料
と
い
え
よ
う
。
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註
（
（
） 『
高
松
宮
宣
仁
親
王
』「
高
松
宮
宣
仁
親
王
」�

伝
記
刊
行
委
員
会
編�

朝
日
新
聞
社　

一
九
九
一
。

（
（
） 

相
馬
万
里
子
「
高
松
宮
旧
蔵
禁
裏
本
と
有
栖
川
宮
伝
来
書
籍
に
つ
い
て
」『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
資
料
目
録
８
―
２　

高
松
宮

家
伝
来
禁
裏
本
目
録
〔
奥
書
刊
記
集
成
・
解
説
編
〕』
二
〇
〇
九
。

（
（
） 

小
倉
慈
司
「
高
松
宮
家
伝
来
禁
裏
本
」
の
来
歴
と
そ
の
資
料
価
値
―
歴
史
資
料
を
中
心
に
」『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
資
料
目
録

８
―
２　

高
松
宮
家
伝
来
禁
裏
本
目
録
〔
奥
書
刊
記
集
成
・
解
説
編
〕』
二
〇
〇
九
。

（
（
） 

國
學
院
大
學
『
有
栖
川
宮
家
ゆ
か
り
の
名
品
』
國
學
院
大
學　

一
九
九
七
。

（
（
） 

徳
川
美
術
館
所
蔵
、
菊
蒔
絵
薫
物
製
造
箱
一
具
。（
高
二
六
・
五　

縦
三
七
・
九　

横
二
九
・
二
。）
荒
川
浩
和
監
修
『
香
道
具
』
淡

交
社　

二
〇
〇
五　

一
二
七
頁
（
図
版
）・
二
四
三
頁
（
解
説
）。

（
（
） 

本
間
洋
子
「『
御
湯
殿
の
上
の
日
記
』
に
み
ら
れ
る
薫
物
・
匂
い
袋
下
賜
―
後
土
御
門
天
皇
期
か
ら
霊
元
天
皇
期
―
」『
武
蔵
大

学
総
合
研
究
所
紀
要
』
一
六　

二
〇
〇
六
。

（
（
） 『
好
仁
親
王
行
実
』
開
明
堂　

一
九
三
七　

四
十
八
頁
。

（
（
） 『
幸
仁
親
王
行
実
』
開
明
堂　

一
九
三
七　

八
頁
。

（
9
） 『
同
右
』　

三
〇
頁
。

（
（0
） 『
同
右
』　

三
一
頁
。

（
（（
） 『
同
右
』　

四
五
頁
。

（
（（
） 『
同
右
』　

七
四
頁
。
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（
（（
） 『
同
右
』　

一
一
六
頁
。

（
（（
） 『
正
仁
親
王
行
実
』
開
明
堂　

一
九
三
七　

二
二
頁
。

（
（（
） 『
同
右
』　

五
四
頁
。

（
（（
） 『
同
右
』　

六
二
頁
。

（
（（
） 『
同
右
』　

九
九
頁
。

（
（（
） 『
同
右
』　

一
〇
〇
頁
。

（
（9
） 

田
中
圭
子
「
菊
亭
文
庫
所
蔵
「
薫
物
故
書
」
翻
刻
と
校
異
」（
上
）（
下
）『
芸
能
史
研
究
』
一
七
五
・
七　

二
〇
〇
六
・
七
。

（
（0
） 

矢
野
環
「
香
書
『
薫
物
方
』
―
竹
幽
文
庫
本
―
」『
文
化
情
報
学
』
一
（
一
）　

二
〇
〇
六
。
田
中
圭
子
「
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
『
薫

物
方
』
影
印
と
翻
刻
」『
広
島
女
学
院
大
学
国
語
国
文
学
誌
』
三
八　

二
〇
〇
八
。

（
（（
）
田
中
圭
子
「
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
「
薫
物
黒
方
秘
方
」
翻
刻
」『
広
島
女
学
院
大
学
日
本
文
学
』
一
九　

二
〇
〇
九
。

（
（（
） 

同
「
東
山
御
文
庫
所
蔵
「
薫
物
調
合
秘
方
」
解
説
と
釈
文
―
杏
雨
書
屋
所
蔵
『
香
秘
書
』
享
受
史
一
考
」『
杏
雨
』
一
四　

二
〇
一
一
。

（
（（
） 

田
中
圭
子
『
薫
集
類
抄
の
研
究　

附
・
薫
物
資
料
集
成
―
』�

三
弥
井
書
店　

二
〇
一
二
。
本
間
洋
子
『
香
道
の
文
化
史
』
歴
史
文

化
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
四
九
九　

吉
川
弘
文
館　

二
〇
二
〇
。
堀
口
悟
・
鈴
木
健
夫
・
村
田
真
知
子
『
江
戸
初
期
の
香
文
化
―
香
が
つ
な
ぐ

文
化
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
』
文
学
通
信　

二
〇
二
〇
。

（
（（
） 

前
掲
註
（
３
）　

小
倉　

二
〇
〇
九
。

謝
辞　

本
稿
作
成
に
際
し
ま
し
て
御
世
話
に
な
り
ま
し
た
、
大
東
敬
明
氏
・
長
倉
絵
梨
子
氏
ほ
か
、
関
係
各
位
に
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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有
栖
川
宮
家
伝
来
薫
物
伝
書　

翻
刻

（
凡
例
）

　

紙
面
の
関
係
上
、
改
行
を
「
／
」
で
示
し
、
本
文
を
詰
め
て
表
記
し
た
。
但
し
、
本
紙
の
表
裏
、
紙
継
、
長
文
資
料
に
つ
い
て
は
、
翻

刻
者
の
判
断
に
お
い
て
、
一
つ
書
き
な
ど
の
改
行
を
残
し
た
。

　

史
料
中
の
図
は
（
図
）
と
し
、
文
中
の
〇
・
■
な
ど
は
そ
の
ま
ま
表
記
し
た
。

　

虫
損
・
写
し
崩
れ
な
ど
で
判
読
が
困
難
な
場
合
は
□
で
表
記
し
た
。

　

割
書
き
は
本
文
と
同
じ
ポ
イ
ン
ト
で
表
記
し
、
丸
括
弧
（　

）
で
括
っ
て
表
記
し
た
。

　

合
点
は
鈎
括
弧
「
で
表
記
し
た
。

　

旧
字
・
仮
名
な
ど
は
で
き
る
限
る
原
本
通
り
の
表
記
と
し
た
。

　

合
点
な
ど
の
全
体
に
及
ぶ
朱
筆
記
載
に
つ
い
て
は
、
個
別
の
注
記
を
割
愛
し
た
。

【
資
料
１
】　

６
―
２　
「
御
目
録
（
香
道
具
目
録
）」

（
表
）
御
目
録
／
ち
や
う
し
へ
ら
五
本
／
ま
ゆ
つ
く
り
壱
本
／
麝
香
の
は
し
六
本
／
同
へ
ら
壱
本
／
し
ほ
さ
し
二
本
／
へ
ら
二
本
／
は
し

二
せ
ん
／
へ
ら
壱
本
／
は
し
五
本
／
小
し
ゃ
く
二
本
／
し
ほ
す
み
の
さ
し
二
本
／
ほ
し
へ
ら
一
本
／
同
は
し
一
せ
ん
／
か
い
か
う
ほ
す

時
の
は
し
五
せ
ん
／
同
へ
ら
一
本
／
り
う
の
う
へ
ら
三
本
／
は
し
壱
せ
ん
／
銀
の
さ
し
壱
本
／
き
ね
二
本
／
は
ね
廿
四
本
／
か
う
く
こ

し
ら
へ
の
羽
六
本
／
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（
裏
）
に
う
は
ち
十
／
に
う
も
く
壱
本
／
つ
ゝ
み
紙
十
四
／
し
ほ
さ
し
二
本
／
は
し
三
本
／
か
け
こ
の
ふ
る
い
八
ツ
／
以
上
／
外
ニ
／
金

臼
同
杵
共
／
ミ
つ
な
へ
ふ
た
共
／

【
資
料
２
】　

６
―
６　
「
御
所
望
被
遊
候
覚
」

御
所
望
被
遊
候
覚
／
一
丁
子
へ
ら
五
本
乃
内
／
二
本
／
一
大
へ
ら
三
本
之
内
一
本
／
一
麝
香
の
箸
三
せ
ん
の
内
／
一
せ
ん
／
一
か
い
か
う

ほ
す
時
の
は
し
／
五
せ
ん
の
内
二
せ
ん
／
一
り
う
の
う
へ
ら
三
本
の
内
／
壱
本
／
一
き
ね
二
本
の
内
壱
本
／
一
香
具
拵
の
羽
六
本
之
内
／

三
本
／
一
つ
ゝ
み
紙
十
四
之
内
二
／
一
し
ほ
さ
し
二
本
／
一
に
う
は
ち
十
之
内
二
ツ
／

【
資
料
３
】　

７
―
２　
「
匂
袋
之
方
（
勅
方
十
六
種
）」

（
１
・
表
）（
墨
付
な
し
）（
１
・
裏
）（
墨
付
な
し
）

（
２
・
表
）
匂
袋
之
方
／
青
柳
／
伽
羅
三
分
三
朱　

麝
香
同
／
丁
子
一
朱　

れ
い
り
や
う
香
同
／
し
ら
き
く
／
菊
花
二
し
ゆ　

龍
脳
同
／　

白
た
ん
一
分　

甘
松
一
分
一
し
ゆ
／
丁
子
一
分
二
し
ゆ
／
あ
け
ほ
の
／
か
ん
せ
う
二
分
二
朱　

ひ
や
く
檀
三
分
三
朱
／
木
香
一
分　

龍

の
ふ
同
／
藤
は
か
ま
／

（
２
・
裏
）
竜
の
ふ
一
朱　

甘
松
一
分
／
伽
羅
一
分
二
し
ゆ　

丁
子
二
分
／
白
た
む
一
両
／
は
つ
ね
／
龍
脳
一
分　

沈
香
同
／
か
ん
せ
う

同　

木
か
う
同
／
丁
子
同　

白
た
む
一
両
／
し
ほ
か
ま
／
白
檀
一
分　

か
ん
せ
う
同
／
り
う
の
ふ
同
或
一
分
一
し
ゆ　

丁
子
同
／
若
葉

／
ひ
や
く
た
ん
三
分
三
朱　

木
香
一
分
／

（
３
・
表
）
か
ん
せ
う
同　

れ
い
り
や
う
香
同
／
ち
や
う
し
二
分
三
朱
／
落
葉
／
白
た
ん
三
分
三
し
ゆ　

あ
せ
ん
や
く
二
朱
／
あ
ん
そ
く

香
同　

沈
香
半
両
／
丁
子
三
朱　

龍
の
ふ
同
／
あ
や
め
／
丁
子
一
分
一
朱　

甘
松
半
両
／
ひ
や
く
た
ん
同　

も
つ
こ
う
二
朱
／
良
香
同　
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さ
ん
な
一
し
ゆ
／
し
ん
ゐ
半
朱　

り
う
の
ふ
一
朱
朱
中
／
さ
か
う
三
朱　

麝
香
油
二
し
ゆ
／

（
３
・
裏
）
し
や
う
ふ
銀
朱
中
／
千
鳥
／
丁
子
二
分
三
し
ゆ　

白
た
ん
一
分
一
朱
／
か
ん
せ
う
同　

生
も
く
香
二
分
／
う
い
き
や
う
二
分

れ
う
か
う
二
朱
／
龍
脳
三
し
ゆ
／
水
と
り
／
さ
か
う
一
朱　

り
う
の
ふ
壱
し
ゆ
／
か
ん
松
二
朱　

白
檀
三
し
ゆ
／
れ
い
れ
う
香
二
し
ゆ　

く
ん
ろ
く
一
分
／
丁
子
三
分
三
し
ゆ　

と
つ
く
わ
つ
朱
中
／
須
磨
／

（
４
・
表
）
丁
子
三
分
三
朱　

白
檀
二
分
／
く
わ
つ
香
一
分　

し
や
う
ふ
こ
ん
し
ゆ
中
／
龍
の
ふ
二
朱　

良
香
一
朱
／
う
こ
ん
一
し
ゆ　

さ
か
う
一
朱
／
ミ
た
れ
か
み
／
り
う
の
ふ
半
朱　

白
た
ん
一
分
／
さ
か
う
半
朱　

か
ん
せ
う
一
分
／
丁
子
二
両　

う
ゐ
き
や
う
一
分
／

な
を
さ
り
／
れ
い
り
や
う
三
朱　

う
こ
む
一
分
一
し
ゆ
／
り
う
の
ふ
一
分　

て
う
し
一
分
一
し
ゆ
／
八
重
一
へ
／

（
４
・
裏
）
か
ん
せ
う
半
両　

て
う
し
一
朱
／
白
た
ん
半
両　

も
つ
こ
う
一
朱
朱
中
／
龍
脳
二
し
ゆ　

良
香
一
し
ゆ
／
う
こ
ん
同　

さ
か

う
同
／
濵
千
と
り
／
大
黄
六
両　

丁
子
八
両
／
甘
松
十
両　

は
い
そ
う
十
両
／
白
た
ん
八
両　

し
ん
ゐ
十
両
／
龍
脳
三
分
三
朱　

さ
ん

な
四
両
／
さ
か
う
一
両
半
／
右
勅
方
十
六
種
／

【
資
料
４
】　

７
―
５　
「
霊
元
院
御
流
和
合
次
第
」

（
１
紙
）
霊
元
院
御
流
／
和
合
次
第
／
文
匣
ノ
上
ニ
こ
ふ
く
さ
の
様
ヲ
敷
沈
ヲ
置
其
上
へ
／
白
た
ん
ヲ
入
ま
せ
て
小
笏
ニ
て
切
い
つ
れ
も

右
の
通
也
／
但
沈
白
貝
薫
丁
麝
何
ニ
て
も
此
の
こ
と
し
猶
有
口
傳
／
さ
か
う
は
如
傳
受
／

（
２
紙
）
子
日
ヲ
合
候
時
生
脳
白
た
ん
の
付
ニ
入
こ
ね
た
て
あ
ま
り
生
の
ふ
／
す
く
な
か
る
ゆ
へ
也
／

　

一
和
合
次
第
／
黒
方
／
一
ふ
ん
こ
の
ふ
た
ニ
鳥
子
を
／
し
き
て
沈
を
よ
こ
へ
／
な
か
く
／
お
く
へ
し
そ
の
ち
ん
の
／
う
へ
ニ
／
ち
や
う

し
お
な
し
こ
と
く
ニ
て
／
沈
丁
か
き
ま
せ
〱
る
也
／
小
し
や
く
ニ
て
も
き
さ
ミ
様
口
傳
／
さ
て
か
き
ま
せ
て
（
図
）
か
く
／
の
こ
と
く

鳥
の
子
か
ミ
の
う
へ
ニ
／
な
り
を
な
し
（
図
）
こ
の
す
し
ニ
／
貝
く
ん
入
る
へ
し
／
く
ん
ろ
く
ハ
／
は
か
り
よ
り
粉
の
こ
ゝ
す
ハ
／
お



92

ち
に
く
き
ゆ
へ
沈
丁
も
／
ま
ふ
し
て
は
ら
ふ
也
／
尤
口
傳
色
々
有
之
／
ま
た
か
き
ま
せ
〱
て
き
さ
ミ
／
ま
た
よ
こ
ニ
／
な
か
く
し
て
は

す
ニ
す
し
ひ
き
て
／
白
た
ん
の
入
又
か
き
ま
わ
し
て
／
（
図
）
か
く
の
こ
と
く
小
し
や
く
ニ
て
／
い
た
し
（
図
）
又
か
く
の
こ
と
く
ニ

／
な
り
を
し
〇
ま
へ
つ
ゝ
ニ
／
あ
つ
う
す
な
か
き
や
ミ
し
ん
／
（
図
）
か
く
の
こ
と
く
ま
ろ
き
ニ
／
す
し
つ
け
／
す
し
の
中
へ
麝
ヲ
／

ま
ゆ
は
け
ニ
て
／
お
と
し
外
へ
も
の
ゝ
す
／
ま
へ
つ
ゝ
ミ
／
か
り
か
け
て
ま
ん
ま
ろ
な
か
ニ
／
口
傳
の
こ
と
く
左
右
〱
ニ
／
き
さ
ミ
／

か
き
ま
せ
〱
て
か
な
う
す
ニ
／
入
て
す
み
よ
き
ほ
と
さ
し
候
事
／
（
図
）
口
傳
又
か
き
お
と
し
て
／
か
な
う
す
ニ
お
と
し
／
候
也
此
拍

子
口
傳
又
塩
／
さ
し
候
事
／
よ
き
ほ
と
な
る
へ
し
／
ち
ん
の
／
ち
ん
ち
り
と
な
る
ほ
と
よ
く
候
也
／
そ
の
ゝ
ち
同
前
／
又
蜜
ハ
よ
き
ほ

と
也
／
さ
の
ミ
口
傳
／
な
し
そ
の
ゝ
ち
か
な
う
す
ニ
て
／
さ
く
也
か
す
の
事
別
記
ニ
有
／
額
ニ
し
た
か
ふ
へ
し
／
可
秘
々
々
乱
々
／
□

候
時
な
ら
て
／
こ
れ
を
／
ミ
る
事
な
か
れ
〱
／
あ
な
か
し
こ
／
今
案
兎
角
二
つ
ゝ
香
ま
せ
て
／

（
３
紙
）
と
か
く
さ
か
う
ハ
別
な
る
事
也
／

【
資
料
５
】　

９
―
２
―
３　
「（
九
重
・
ユ
ウ
ケ
ツ
・
竹
門
主
方
三
種
合
わ
せ
様
）」

（
１
紙
）
九
重　

甘
松
二
分
一
朱　

丁
子
一
分
二
朱
／
白
檀
一
分
二
朱　

木
香
一
分
二
朱
／
良
香
三
朱　

莔
香
三
朱
／
龍
脳
二
朱　

广
香

二
朱
／
ユ
ウ
ケ
ツ
／
麝
香
一
分
二
朱　

龍
脳
二
分
／

（
２
・
紙
）
甘
松
一
分
二
朱　

阿
仙
薬
三
朱
／
安
息
香
三
朱　

白
檀
三
分
／
竹
門
主
方
／
丁
子
七
分　

白
檀
二
両
／
甘
松
一
両　

木
香
五

分
／
安
息
香
一
両　

莔
香
一
両
／
龍
脳
一
分　

章
脳
少
／

【
資
料
６
】　

24
―
３
「（
炭
方
禁
中
ヨ
リ
慶
長
元
十
二
二
傳
候
・
・
・
）」

（
１
紙
）
炭
方　

禁
中
ヨ
リ
慶
長
元
十
二
／
二
傳
候
／
沈
一
両
二
朱　

丁
二
分
／
白
一
分　

薫
一
分
／
貝
三
朱
（
或
二
朱
）
麝
二
朱
（
或
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三
朱
／
又
或
二
朱
半
）
／
口
傳
云
貝
ハ
こ
し
ら
へ
て
久
し
く
／
成
た
る
ハ
三
朱
尤
よ
ろ
し
當
座
／
こ
し
ら
へ
た
る
ハ
に
ほ
ひ
は
な
ハ
た

／
し
き
ゆ
へ
二
朱
よ
ろ
し
き
よ
し
／
故
院
仰
云
々
／
麝
も
ふ
る
く
に
ほ
ひ
な
き
ハ
三
朱
も
／
二
朱
半
も
よ
し
沈
は
善
悪
に
／
よ
り
て
二

朱
を
げ
ん
す
る
也
／
薫
物
あ
は
せ
お
ほ
く
さ
る
あ
い
た
は
／
貝
を
す
こ
し
ひ
か
へ
た
る
が
よ
ろ
し
／
き
よ
し　

仰
ら
れ
候
キ
／
く
ん
ろ

く
も
お
な
し
／
一　

黒
方
／
薫
物
の
中
ニ
殊
に
大
事
の
方
也
／

（
２
紙
）
何
の
に
ほ
ひ
と
も
し
れ
ぬ
こ
と
く
し
か
も
／
す
く
れ
て
か
う
ハ
し
き
や
う
ニ
あ
る
へ
し
／
自
余
の
方
ハ
ミ
な
そ
の
名
に
付
た
る

／
に
せ
物
の
に
ほ
ひ
な
れ
ハ
大
事
な
か
ら
／
や
す
か
る
へ
し
よ
く
〱
分
別
す
へ
し
／
く
ろ
方
と
い
ふ
心
歟
何
と
も
し
れ
ぬ
／
こ
ゝ
ろ
也　

／
本
云
／
私
云
玄
ノ
字
の
心
ニ
テ
心
得
ヘ
キ
也
／
黒
方
ニ
ハ
黒
ノ
字
を
銘
に
か
ゝ
す
／
方
ノ
字
ハ
か
り
を
書
へ
し
こ
れ
故
実
／
也
云
々

／
一　

四
季
方
／
梅
花
（
春
）
荷
葉
（
夏
）
侍
従
（
秋
）
落
葉
（
冬
）
／
此
外
古
方
ハ
く
ろ
方
な
と
也
さ
て
／
其
後
合
出
し
た
る
方
多

し
／
盧ハ

ナ

橘
タ
チ
バ
ナ　

菊キ
ツ
ク
ワ花　

千チ
ク
サ種　

仙ヤ
マ
ヒ
ト人

／
有
明　

野ノ
カ
セ風　

野ヤ

梅ハ
イ　

玉タ
マ

椿ツ
ハ
キ

／
冨
士　

春
日
野　

新
枕　

若
草
／
此
外
不
可
勝
計
／
此
内
三

光
院
説
云
菊
花
ヨ
リ
／
千
種　

野
風
を
ハ
あ
わ
せ
い
た
し
／
た
り
と
云
々
／
千
種
の
は
な
の
に
ほ
ひ
を
吹
を
く
り
／
た
る
秋
か
せ
の
に

ほ
ひ
な
る
へ
し
／
又
仙
人
も
菊
花
ヨ
リ
い
て
た
る
也
／

（
３
紙
）
仙
人
の
折
袖
に
ほ
ふ
菊
の
露
／
う
ち
は
ら
ふ
に
も
千
世
ハ
へ
ぬ
へ
し
此
哥
／
の
こ
ゝ
ろ
也
云
々
、
仙
人
の
袖
に
／
う
つ
り
た
る

き
く
の
香
な
れ
ハ
い
か
／
に
も
ほ
の
か
な
る
に
ほ
ひ
也
／
春
日
野
ハ
煙ゑ

ん

硝せ
う

を
加
ル
也
と
ぶ
／
火
の
心
あ
り
／
有
明
ハ
妙
善
院
殿
（
常
徳

院
殿　

御
母
准
后
）
／
合
せ
い
た
し
給
云
々
紹
巴
其
方
を
／
つ
た
へ
し
る
と
云
々
／
冨
士
ハ
常
の
黒
方
ニ
生
脳
を
く
ハ
へ
／
た
る
物
也

と
そ　

陽
光
院
の
仰
／
あ
り
し
但
生
脳
の
分
両
を
ハ
／
た
し
か
ニ
不
覚
悟
也
／
香
具
事
／
一　

蜜
／
見
様
の
事
爪
の
上
ニ
す
こ
し
／
を

き
て
ミ
る
に
な
ら
る
ゝ
心
あ
る
ハ
悪
シ
／
玉
の
こ
と
く
ニ
成
て
い
か
に
も
さ
ら
〱
／
と
し
た
る
よ
し
高
麗
蜜
ハ
つ
き
也
／
さ
た
う
の
入

た
る
ハ
必
な
た
る
ゝ
也
／
一　

ね
り
や
う
の
事
／
湯
せ
ん
ニ
す
る
也
、
間か

ん

鍋な
へ

よ
し
わ
ら
／
に
て
ち
や
わ
ん
の
す
ハ
る
程
に
輪
を
し
て
／

す
ふ
へ
し
な
へ
に
し
き
に
茶
わ
ん
／
を
す
へ
た
れ
は
あ
し
ゝ
、
さ
て
湯
ハ
／
ち
や
わ
ん
の
中
の
蜜
よ
り
も
／
少
下
ニ
あ
る
へ
し
蜜
よ
り
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も
／

（
４
紙
）
上
へ
湯
あ
か
れ
ハ
は
茶
碗
わ
る
ゝ
也
／
火
を
ハ
ゆ
る
〱
と
さ
の
ミ
つ
よ
か
ら
／
ぬ
や
う
に
し
て
そ
ろ
〱
と
ね
る
／
へ
し
う
へ
に

う
か
ふ
泡あ

ハ

を
竹
の
／
は
し
に
て
の
く
へ
し
あ
は
の
た
ち
／
や
む
を
か
き
り
に
ね
る
也
又
泡
の
／
す
こ
し
も
た
ゝ
ぬ
蜜
あ
り
是
は
／
一
た

ん
あ
し
き
也
不
可
用
云
々
／
さ
て
ね
り
た
る
蜜
を
水
の
中
に
／
ち
や
わ
ん
に
ひ
や
し
て
を
く
へ
し
／
さ
て
あ
わ
せ
さ
ま
に
布
に
て
こ
す

へ
し
／
ね
り
た
る
ミ
つ
に
塩
の
と
け
て
／
水
に
な
り
た
る
を
入
る
也
も
し
と
け
／
た
る
塩
な
く
ハ
蜜
を
と
り
分
て
し
ほ
／
を
と
き
て
入

へ
し
水
に
て
と
き
た
る
／
は
あ
し
き
也
か
く
の
こ
と
く
し
た
る
／
蜜
に
て
あ
は
せ
た
る
ハ
何
程
を
き
て
／
も
く
る
し
か
ら
ぬ
也
是
あ
は

せ
さ
ま
／
の
事
也
／
一　

入
物
ハ
茶
碗
の
も
の
よ
し
／
一　

沈
香
／
一
香
の
品
の
事
さ
の
ミ
上
〱
の
／
沈
香
迦
羅
ま
な
む
は
ん
以
下
の

／
一
か
ど
に
ほ
ひ
あ
る
ハ
あ
し
く
く
ろ
ミ
／
な
ど
の
す
ぎ
た
る
も
あ
し
ゝ
き
め
に
て
／
何
と
な
き
に
ほ
ひ
な
る
し
か
る
へ
し
／
一　

き

さ
ミ
様
の
事
／
轉
法
輪
の
流
に
ハ
ほ
そ
く
わ
り
少
々
／
け
つ
り
て
四
方
に
き
さ
む　

勅
作
／

（
５
紙
）
に
ハ
た
ゝ
う
す
く
き
さ
ミ
て
手
に
て
／
も
ミ
く
た
く
や
う
に
し
て
用
也
／
一　

ふ
る
い
ハ
竹
の
こ
ま
か
な
る
と
を
し
／
に
て
ふ

る
ふ
へ
し
又
も
ぢ
の
布
／
の
ふ
と
き
ふ
る
い
も
よ
し
／
一　

禾の
ぎ

ニ
成
た
る
を
ハ
の
そ
き
す
つ
へ
し
／
又
粉こ

ニ
な
り
た
る
を
も
こ
ま
か
な

る
／
ふ
る
い
に
て
の
そ
く
へ
し
此
二
色
／
入
た
る
ハ
に
ほ
ひ
あ
し
き
也
／
一　

丁
香
／
一　

香
具
事
折
て
ミ
る
に
し
る
の
／
お
ほ
き
を

用
へ
し
い
か
に
も
上
品
／
を
ゑ
ら
ふ
事
也
／
一
枝
丁
子
母ボ

丁
子
又
花
の
處
を
／
制せ

い
し

の
そ
く
へ
し
／
一　

沈
香
な
と
ハ
異
香
す
く
な
き

故
ニ
／
き
さ
ミ
て
用
丁
子
な
と
ハ
に
ほ
ひ
／
は
な
は
た
し
そ
れ
は
き
さ
む
に
／
を
よ
は
す
鉞
臼
に
て
つ
き
く
た
き
／
た
る
ハ
品
也
／
一　

ふ
る
い
ハ
精
好
也
自
余
の
か
う
〱
／
の
ふ
る
い
に
お
な
し
／
一　

母
丁
子
花
丁
子
ハ
時
に
よ
り
て
／
用
る
事
あ
り
方
に
あ
る
へ
し
／
右

口
傳
云
花
丁
子
ハ
本
の
丁
子
／
を
入
れ
ハ
に
ほ
ひ
過
る
又
少
に
ほ
ひ
／
ふ
そ
く
な
る
時
ハ
可
用
々
々
母
丁
子
／
ハ
方
に
よ
り
て
入
る
事

あ
り
／

（
６
紙
）
〇
／
一　

ほ
し
に
ハ
丁
子
の
粉
を
蜜
に
ね
り
／
あ
は
せ
て
用　

ね
り
た
る
蜜
の
あ
た
ゝ
／
か
な
る
時
ね
り
あ
は
せ
て
さ
ま
し
／
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て
沈
麝
を
ハ
付
て
ほ
す
へ
し
／
一　

甲
香
／
一　

煎コ

様ヤ
ウ
ノ

事
／
鐵て

つ

の
鍋な

べ

ニ
只
の
灰
を
入
テ
水
に
て
／
よ
く
〱
煎
す
る
也
程
ら
い
ハ
二
重

に
／
を
り
て
ミ
る
に
お
れ
ぬ
程
に
煎
す
／
へ
し
此
せ
ん
す
る
ハ
く
さ
け
を
い
た
／
さ
ん
た
め
ハ
か
り
也
／
一　

す
り
様
の
事
／
貝
の
ふ

た
の
内
ニ
取
つ
き
た
る
跡
た
か
く
／
し
て
あ
る
也
そ
れ
を
は
つ
り
お
と
し
て
／
こ
そ
け
た
る
よ
し
貝
の
取
付
た
る
／
ゆ
へ
に
く
さ
け
の

ふ
か
き
也
外
の
方
／
ハ
泥で

い
ど土

の
し
ミ
た
る
也
い
か
に
も
う
す
く
／
ミ
へ
す
く
や
う
ニ
す
り
た
る
よ
き
也
／
か
ハ
ら
に
あ
て
ゝ
す
り
た
る

が
よ
き
／
な
り
ゆ
ひ
の
は
ら
ニ
か
ミ
を
あ
て
ゝ
／
す
れ
ハ
て
を
そ
ん
ぜ
す
し
て
よ
き
也
／
一　

す
り
た
る
か
い
か
う
を
調と

ゝ
の

へ
や
う
く

す
り
／
な
へ
ニ
水
を
入
テ
さ
じ
に
て
蜜
／
を
入
て
煎
す
る
也
火
を
つ
よ
く
し
て
／
一
時
ハ
か
り
せ
ん
す
水
も
蜜
も
か
い
／
香
の
多
少
に

よ
る
へ
し
せ
ん
す
る
／
時
蜜
ハ
か
り
甲
香
に
し
ミ
付
た
る
也
／
此
ほ
と
ら
い
一
段
大
事
也
取
上
て
／

（
７
紙
）
ミ
れ
ハ
少
シ
手
ニ
に
と
〱
と
す
る
／
心
あ
る
程
よ
し
さ
て
水
な
う
に
て
／
こ
し
て
き
よ
き
水
に
て
二
三
反
／
あ
ら
ふ
へ
し
さ
て

鐵
の
あ
ふ
り
こ
／
に
て
紙
を
ひ
と
へ
し
き
て
火
を
／
ぬ
る
〱
と
し
て
あ
ふ
る
也
紙
ハ
／
美
濃
紙
の
上
よ
し
鳥
の
こ
は
／
次
也
杉
原
を
ハ

か
つ
て
不
可
用
／
く
さ
け
の
あ
る
ゆ
へ
也
鐵
の
あ
ふ
り
／
こ
な
く
ハ
竹
の
に
て
も
く
る
し
／
か
ら
す
但
此
時
ハ
紙
を
二
重
／
も
し
く
へ

し
竹
は
し
に
て
か
へ
し
／
あ
ふ
る
へ
し
／
一　

あ
ふ
る
程
ら
い
の
事
／
ゆ
ひ
に
て
く
た
く
に
ほ
ろ
り
と
す
る
／
様
ニ
あ
ふ
り
た
る
よ
し

せ
ん
す
る
時
／
蜜
を
過
せ
ハ
し
ハ
〱
と
し
て
／
く
た
け
ぬ
也
そ
れ
を
あ
ふ
り
過
せ
ハ
／
猶
し
ハ
〱
と
な
る
也
又
蜜
を
ひ
か
へ
／
た
る
ハ

に
ほ
ひ
ふ
そ
く
な
る
心
あ
り
／
此
た
ん
か
う
入
さ
れ
は
不
成
事
也
／
一　

尋じ
ん
じ
や
う常

に
ハ
湯
に
蜜
を
入
甲
香
を
／
ひ
た
し
て
其
ま
ゝ
と
り

い
た
し
て
／
あ
ふ
る
也
是
ハ
達
匠
の
仕
様
也
／
一　

蜜
に
て
せ
ん
す
る
ハ
甲
香
に
蜜
を
／
よ
く
〱
し
ま
せ
ん
た
め
也
蜜
に
て
／
煎
た
る

う
へ
ハ
い
か
や
う
に
水
に
て
あ
ら
／
い
て
も
か
い
か
う
に
水
ハ
し
ま
ぬ
也
／

（
７
紙
止
）
一　

或
説
す
り
甲
香
ニ
蜜
を
ぬ
り
／
て
く
ろ
く
な
る
ほ
と
火
に
て
じ
き
／
に
や
き
て
も
お
な
し
／
或
説
此
と
ゝ
の
へ
や
う
ハ

い
そ
く
時
／
の
用
事
也
し
せ
ん
ハ
可
用
也
／
中
品
也
／
一　

篩フ
ル
イ

甲
香
の
あ
ら
き
ハ
あ
し
き
／
一
た
ん
と
こ
ま
か
な
る
せ
い
か
う
を
／

用
へ
し
／
一
く
す
り
く
た
き
に
て
を
ろ
す
へ
し
／
（
裏
面
墨
付
な
し
）
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【
資
料
７
】　

24
―
４　
（
薫
物
の
ほ
う
さ
ま
〱
な
れ
と
も
・
・
・
）

（
表
紙
・
表
）（
墨
付
無
し
）
／
（
表
紙
・
見
返
し
）（
墨
付
無
し
）
／
（
１
・
表
）（
墨
付
無
し
）
／
（
１
・
裏
）（
墨
付
無
し
）
／

（
２
・
オ
）
薫
物
の
ほ
う
さ
ま
〱
な
れ
と
も
つ
ね
／
に
あ
は
す
る
は
六
さ
く
な
り
／
「
梅
花
「
黒
方
「
侍
従
／
「
落
葉
「
菊
花
「
荷
葉
／

是
ハ
時
に
し
た
か
ひ
て
昔
の
人
ハ
／
あ
は
せ
候
へ
と
も
今
の
世
に
は
時
し
も
／
み
え
す
春
ハ
は
い
花
梅
の
花
の
／
に
ほ
ひ
に
似
た
る
夏

ハ
か
よ
う
は
す
／
の
花
の
香
に
か
よ
へ
り
秋
は
落
葉
紅
／
葉
の
ち
る
比
心
す
こ
き
匂
ひ
な
り
冬
ハ
／

（
２
・
ウ
）
菊
花
き
く
の
花
の
香
に
こ
と
な
ら
す
／
小
野
の
宮
殿
の
方
に
は
長
生
久
／
観
の
香
な
り
と
し
る
さ
れ
た
り
黒
／
方
ハ
冬
ふ
か

く
さ
ゑ
た
る
に
あ
さ
か
ら
／
ぬ
に
ほ
ひ
な
り
侍
従
ハ
秋
風
せ
う
さ
く
／
と
し
て
心
よ
く
き
ほ
と
に
よ
そ
へ
た
り
／
か
ゝ
れ
と
い
ま
の
世

に
く
ろ
ほ
う
の
ミ
そ
／
あ
は
す
る
香
の
草
す
く
な
く
し
て
／
そ
の
匂
ひ
す
く
れ
た
る
遊
へ
な
り
／
か
な
う
す
の
次
第
／

（
３
・
表
）「
沈
「
丁
子
「
白
檀
「
薫
陸
「
貝
香
／
あ
る
方
に
ハ
す
く
な
き
香
よ
り
ま
つ
／
つ
く
へ
し
と
あ
り
ち
ん
を
は
の
ち
に
つ
く
／
へ

き
也
香
の
か
は
ら
ん
た
ひ
こ
と
に
／
か
な
う
す
き
ね
を
よ
く
の
こ
ふ
へ
し
／
い
ま
た
あ
は
せ
ぬ
さ
き
に
ハ
香
と
も
よ
く
／
へ
ち
〱
に
す

へ
し
ち
り
は
か
り
も
／
か
よ
ひ
ぬ
れ
ハ
香
を
う
し
な
ふ
沈
／
丁
子
ハ
こ
と
に
な
か
あ
し
き
物
な
り
／
も
ろ
〱
の
香
を
ふ
る
う
と
き
／

（
３
・
裏
）
か
ま
へ
て
風
に
あ
て
す
し
て
し
つ
／
か
に
ふ
る
ふ
へ
し
あ
ら
く
す
れ
ハ
か
う
／
あ
ら
く
又
こ
ま
か
な
れ
ハ
ミ
め
ハ
よ
／
け
れ

と
も
た
く
時
ふ
く
れ
あ
か
り
て
／
と
く
か
へ
し
の
か
に
な
る
也
こ
れ
を
よ
く
／
か
ま
へ
て
よ
き
ほ
と
に
す
へ
し
／

　

和
合
次
第
／
■
黒
方
／
「
沈
「
貝
香
「
麝
香
「
白
檀
「
薫
陸
「
丁
子　

有
口
傳
／
散
和
合
様
／
は
こ
の
ふ
た
の
上
に
う
す
や
う
を
二
三
／

（
４
・
表
）
ま
い
し
き
て
其
う
へ
に
む
ら
な
く
沈
を
／
を
き
て
そ
の
う
へ
に
か
い
か
う
つ
き
に
／
く
ん
ろ
く
ひ
や
く
た
ん
丁
子
を
次
第
／

の
こ
と
く
む
ら
な
く
を
き
て
か
き
／
あ
は
せ
て
梅
の
か
た
な
に
て
か
う
／
し
を
つ
け
て
（
図
）
麝
香
を
こ
の
／
か
う
し
の
う
ち
に
ふ
り

て
又
む
ら
な
く
／
か
き
あ
は
せ
て
の
ち
こ
れ
を
よ
く
こ
ゝ
／
ろ
ミ
る
へ
し
も
ろ
〱
の
香
の
／
す
ゝ
ミ
を
く
れ
た
る
を
か
き
わ
か
ち
て
／

（
４
・
裏
）
今
度
の
に
て
か
け
ん
す
へ
し
こ
の
／
た
ひ
ハ
「
丁
「
白
「
薫
「
貝
「
沈
と
／
を
き
て
は
し
め
の
こ
と
く
か
き
合
／
て
さ
か
う
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を
ふ
る
へ
し
有
口
傳
／
其
後
一
夜
を
へ
て
か
な
う
す
に
／
入
て
あ
ま
つ
ら
を
入
て
つ
き
合
へ
し
／
つ
き
ひ
ろ
け
ら
れ
た
る
を
か
き
め
／

は
せ
〱
し
て
む
ら
な
く
つ
か
ん
と
す
／
へ
し
二
両
あ
は
せ
に
ハ
千
五
百
き
／
ね
つ
く
へ
し
あ
し
き
な
と
ハ
五
六
百
も
つ
く
よ
し
／

（
５
・
表
）
う
つ
む
事
／
春
夏
（
三
日
）
秋
冬
（
五
日
よ
し
）
雨
露
の
か
ゝ
ら
／
ぬ
所
の
つ
ち
を
ほ
り
て
つ
ほ
に
入
／
口
を
よ
く
〱
つ
ゝ

ミ
て
う
つ
む
也
／
貝
香
し
た
ゝ
む
る
や
う
／
水
に
て
よ
く
あ
ら
ひ
て
一
夜
酒
に
／
ひ
た
し
て
の
ち
あ
く
ま
て
や
は
ら
／
か
に
な
る
程
せ

ん
し
て
取
あ
け
て
／
手
の
す
ち
の
す
く
程
に
う
す
く
／
こ
そ
け
て
後
又
あ
ら
ふ
事
数
を
／

（
５
・
裏
）
ほ
か
る
へ
し
其
後
あ
ま
つ
ら
を
／
水
に
て
う
す
〱
と
の
へ
て
ぬ
り
／
せ
ん
す
へ
し
又
水
に
て
そ
と
あ
ら
／
ひ
て
日
に
ほ
し
て

こ
に
す
へ
し
ほ
ん
ハ
／
こ
の
や
う
な
れ
と
日
に
て
ハ
き
と
な
ら
／
す
か
こ
に
う
す
や
う
を
し
き
て
い
か
／
に
も
火
を
ぬ
る
〱
と
ふ
か
く

う
つ
ミ
／
て
其
上
に
て
か
ミ
の
上
に
か
い
か
う
／
を
な
ら
へ
て
あ
ふ
る
へ
し
か
い
か
う
を
／
を
り
て
ミ
る
に
は
ら
〱
と
わ
る
ゝ
／

（
６
・
表
）
程
な
る
へ
し
か
う
た
い
猶
口
傳
に
あ
り
／
あ
ま
つ
ら
ね
る
や
う
／
火
を
よ
く
お
こ
し
て
は
い
に
ふ
か
く
／
う
つ
ミ
て
手
を
ゝ

く
に
ぬ
る
く
あ
る
／
程
に
し
て
か
ら
か
ね
の
ひ
さ
け
に
／
入
て
火
と
ひ
さ
け
と
あ
ひ
二
三
寸
は
／
か
り
を
き
て
せ
ん
す
へ
し
は
し
に
て

／
ひ
き
あ
く
る
に
ち
き
れ
ぬ
ほ
と
ゝ
あ
り
／
但
そ
の
し
つ
く
を
つ
め
の
上
に
お
く
に
／
わ
き
へ
こ
ほ
れ
ぬ
程
よ
し
と
す
ね
る
／

（
６
・
裏
）
ほ
と
ハ
又
あ
ま
つ
ら
に
よ
り
て
用
捨
あ
る
也
／

（
７
・
表
）
黒
方　

絵
や
う
松
鶴
／
「
沈
四
両　

丁
二
両
／
白
二
分　

薫
一
分
／
貝
一
両　

麝
一
分
／
又
／
「
沈
五
両　

丁
二
両
半
／
白

一
両　

く
ん
一
両
／
か
い
一
両　

さ
二
分
半
／
「
沈
四
両　

丁
二
両
／
貝
一
両　

薫
一
分
／

（
７
・
裏
）
白
一
分　

麝
二
分
／
「
沈
二
両　

丁
子
一
両
／
貝
香
二
分　

く
ん
六
三
朱
／
白
た
ん
二
分　

さ
香
一
分
／
「
沈
四
両　

丁
二

両
／
貝
一
両　

薫
一
分
／
白
一
分　

麝
一
分
／
「
ち
ん
四
両　

ち
ゃ
う
二
両
／
か
い
一
両　

く
ん
一
両
／
ひ
や
く
一
両　

さ
一
分
／

（
８
・
表
）
梅
花　

梅
の
花
を
入
事
口
傳　

春
も
ち
ゐ
候
／
「
沈
四
両　

丁
子
二
両
／
貝
香
二
分　

甘
松
二
朱
／
麝
香
二
朱
／
「
ち
ん
四

両　

ち
ゃ
う　

二
両
／
か
い
三
分　

か
ん
二
分
／
く
ん
一
分　

さ
一
分
／
「
沈
五
両　

丁
子
一
両
／
貝
香
一
両
（
小
）　

か
ん
松
二
分
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／
さ
か
う
二
分
（
大
）
／

（
８
・
裏
）
白は

く
は
い梅

／
「
ち
ん
一
両　

丁
二
分
（
小
）
／
貝
一
分
半　

薫
一
朱
／
白
二
朱　

甘
半
朱
／
う
こ
ん
半
朱　

さ
か
う
半
朱
／
荷
葉
（
夏　

し
や
う
れ
ん
葉
）
／
「
ち
ん
三
両　

か
ん
松
三
分
／
か
い
か
う
一
両
一
分　

白
た
ん
一
分
／
う
こ
ん
一
朱　

く
ん
六
二
分
／
く
わ
か
う

二
分　

丁
子
一
両
半
／

（
９
・
表
）
さ
香
一
分
半
／
「
沈
四
両　

甘
三
朱
／
貝
一
両
半
／
白
一
朱　

鬱
一
分
／
霍
二
朱
半　

丁
一
両
二
分
／
青
木
一
朱　

安
息
香

一
朱
／
盧
橘
（
ゑ
や
う
し
や
し
け
ん
）
／
「
沈
四
両　

丁
二
両
／
貝
一
両
一
分　

青
木
一
朱
／
く
わ
か
う
一
分　

そ
か
う
ゆ
一
朱
／
菊

花
（
秋
き
く
ニ
有
口
傳
）
／

（
９
・
裏
）「
沈
四
両　

丁
一
両
／
貝
三
分　

薫
三
朱
／
甘
三
朱　

麝
一
分
／
「
ち
ん
二
両　

ち
や
う
一
両
／
か
い
三
分　

く
ん
三
朱
／
か

ん
三
朱　

さ
二
分
／
「
沈
二
両　

丁
二
分
／
貝
一
分
半　

薫
一
朱
半
／
甘
一
朱
半　

麝
三
朱
／
侍
従
（
紅
葉
を
か
た
と
る
）
／

（
（0
・
表
）「
沈
四
両　

丁
二
両
／
貝
一
両　

甘
一
両
／
麝
一
分
／
「
沈
両本

ノ
マ両ゝ　

丁
子
二
両
／
貝
香
一
両　

甘
松
一
分
／
占
唐
一
分
三
朱
／

「
沈
二
両　

丁
一
両
／
貝
一
分　

甘
一
朱
／
鬱
一
朱
／
「
ち
ん
二
両　

ち
や
う
一
両
／

（
（0
・
裏
）
貝
一
分
二
朱　

甘
一
分
／
白
一
分
／
千
種
／
「
ち
ん
五
両　

丁
子
二
両
／
か
い
香
一
両　

白
た
ん
一
両
／
く
ん
六
一
両　

う

こ
ん
一
両
／
か
ん
せ
う
二
分　

さ
香
二
分
／

（
（（
・
表
）
黒
方
／
一
沈
香
四
両
（
如
常
）
／
一
丁
子
二
両
（
薫
衣
香
ナ
ト
ニ
入
タ
ル
風
ノ
引
タ
ル
ヲ
）
／
一
白
檀
三
両
三
分
（
如
常
）

／
一
貝
香
二
分
（
諱
火
ウ
ス
ク
ス
リ
ヲ
ロ
シ
水
ヒ
三
十
返
カ
ケ
ホ
シ
）
／
一
薫
陸
二
分
（
如
常
）
／
一
麝
二
分
二
朱
（
如
常
）
／
麝
大

形
ニ
ス
リ
テ
薫
陸
ト
ス
リ
合
／
調
合
也
／

（
（（
・
裏
）
以
今
出
川
前
内
府
（
公
規
公
）
所
持
／
故
筆
之
本
令
書
畢
／
元
禄
五
五
朔　

兵
部
尚
書
（
花
押
）
親
王

（
（（
・
表
）（
墨
付
無
し
）
／
（
（（
・
裏
）（
墨
付
な
し
）
／
（
裏
表
紙
・
裏
）（
墨
付
無
し
）
／
（
裏
表
紙
・
表
）（
墨
付
無
し
）（
了
）
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【
資
料
８
】　

24
―
５　
「（
四
辻
家
相
伝
薫
物
伝
書
）」

（
表
紙
・
表
）　
（
墨
付
け
無
し
）（
表
紙
・
裏
）（
墨
付
け
無
し
）

（
１
・
表
）（
墨
付
け
無
し
）
／
（
１
・
裏
）（
墨
付
け
無
し
）

（
２
・
表
）
△
黒
方
／
「
沈
・
四
両
（
細
ニ
ワ
リ
テ
虫
ク
ヒ
木
ノ
ク
チ
ナ
ト
ヲ
ケ
ツ
リ
テ
／
米
ノ
ツ
フ
ナ
ト
ホ
ト
ニ
キ
サ
ム
ア
マ
リ
細
ク

粉
ニ
シ
タ
ル
ハ
悪
シ
）
／
少
ヲ
モ
ク
テ
モ
／
不
苦
／
「
丁
子
・
二
両
（
花
ヲ
サ
リ
目
ヲ
サ
リ
テ
キ
サ
ミ
ヲ
ロ
シ
フ
ル
ウ
）
／
同
／
「
甲

香
・
一
両
（
水
ニ
テ
ヨ
ク
ア
フ
リ
フ
ル
ウ
又
蜜
ヲ
水
ニ
テ
／
古
酒
ノ
色
ホ
ト
ニ
ノ
ヘ
其
蜜
ニ
ツ
ケ
テ
ア
フ
リ
コ
ニ
テ
／
ア
フ
リ
其
後
キ

サ
ミ
フ
ル
ウ
）
／
少
カ
ロ
キ
カ
ヨ
シ
／
「
白
檀
・
二
分
（
ソ
ノ
マ
ヽ
キ
サ
ミ
フ
ル
ウ
）
／
同
／
「
薫
陸
・
一
分
二
朱
（
ソ
ノ
マ
ヽ
ヲ
ロ

シ
フ
ル
ウ
）
／
少
カ
ロ
ク
入
タ
ル
カ
ヨ
シ
ナ
ラ
ヒ
也
）
／
「
麝
香
・
二
分
（
ヨ
ク
ス
リ
毛
ヲ
ヱ
ラ
ヒ
チ
リ
ヲ
ヱ
ラ
ヒ
／
テ
フ
ル
フ
）
／

少
シ
ヲ
モ
ク
テ
モ
ヨ
シ
／
「
蜜　

金
ハ
チ
ニ
入
ア
ハ
ノ
タ
ヽ
ヌ
ホ
ト
ニ
湯
セ
ン
ニ
〆
／
ア
ハ
ヲ
ト
ル
也
／

（
２
・
裏
）「
重
様
之
叓
／
「
一
番
沈
二
番
「
丁
子
三
「
甲
香
四
「
白
檀
五
「
薫
物
（
陸
歟
）
六
「
麝
香
／
「
先
一
番
ニ
沈
を
文
匣
ノ
フ
タ

な
と
の
や
う
な
る
い
か
に
も
ろ
く
な
る
物
ニ
／
と
り
の
こ
を
敷
其
上
へ
沈
を
さ
じ
に
て
い
か
に
も
ろ
く
ニ
し
て
／
其
上
へ
さ
じ
に
て
丁

子
を
ま
ん
へ
ん
な
る
や
う
／
に
ふ
る
ひ
か
け
そ
れ
を
さ
じ
に
て
よ
く
ま
し
る
様
ニ
／
ま
ず
へ
し
い
つ
れ
も
如
此
次
第
右
ニ
見
タ
リ
／

「
麝
香
を
ハ
「
沈
「
丁
「
甲
「
白
「
薫
を
合
せ
た
る
粉
を
ろ
／
く
に
な
を
し
て
其
ニ
（
九
字
の
形
）
此
や
う
に
筋
を
／
引
其
筋
の
中
へ

ふ
る
ひ
か
く
る
也
／
蜜
よ
き
ほ
と
に
入
て
金
臼
ニ
入
三
千
つ
く
へ
し
成
程
／
五
千
六
千
も
つ
く
ほ
と
よ
し
／
夏
は
蜜
少
な
か
る
へ
し

「
塩
又
黒
ニ
口
傳
有
之
／

（
３
・
表
）
△
仙
人　

伏
見
殿
方
／
「
沈
二
両
「
丁
子
一
両
「
白
一
朱
「
薫
一
朱
「
麝
一
分
／
△
黒
方　

勅
方
／
「
沈
三
両
「
丁
一
両
二

分
「
白
三
分
「
薫
三
分
／
「
貝
香
二
分
一
朱
「
麝
一
分
二
朱
／
「
薫
衣
香
／
「
か
ん
せ
う
三
両
「
く
わ
か
う
二
両
／
「
沈
一
両
「
丁
子

一
両
二
分
「
さ
か
う
の
か
わ
一
両
（
こ
ま
か
に
／
き
さ
む
）
／
「
白
た
ん
三
分
（
こ
ま
か
に
／
け
つ
り
て
／
あ
わ
せ
）
／
「
う
こ
ん
二
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分
「
く
ん
ろ
く　

二
分
／
い
つ
れ
も
き
さ
ミ
て
こ
ま
か
に
し
て
あ
わ
す
／

（
３
・
裏
）「
同
／
「
丁
子
二
両
二
分
「
甘
松
一
両
二
分
／
「
く
わ
か
う
一
分両

二
分
「
せ
ん
き
う
一
分
／
「
し
や
う
か
う
一
分
／
き
ね
に
〇

こ
れ
ほ
と
に
つ
ゝ
ミ
て
中
へ
灯
心
／
を
入
く
わ
へ
て
口
を
ゆ
ひ
て
一
袋
ニ
一
つ
ヽ
入
よ
、
／
「
け
い
し
ん
一
分
「
た
う
き
一
分
／
「
う

い
き
や
う　

一
朱
（
か
は
ら
け
に
て
い
り
て
上
の
か
は
を
て
つ
す
）
／
以
上
／
黒
方　

四
季
通
用
祝
言
之
時
も
用
之
也
／
「
一
沈
四
両

「
一
丁
子
二
両
／

（
４
・
表
）「
一
貝
香
一
両
「
一
薫
陸
一
分
／
「
一
白
檀
一
分
「
一
麝
香
二
分
／
「
黒
方
「
秘
中
極
秘
也
／
「
一
沈
（
一
分
ヒ
カ
）「
一
丁

二
分
一
朱
／
「
一
白
一
分
一
朱
「
一
薫
三
朱
／
「
一
貝
（
一
朱
ヒ
カ
）「
一
麝
（
一
朱
マ
ス
）
一
朱
／
麝
ハ
一
朱
ヲ
二
度
ニ
ワ
リ
テ
入

也
／
「
沈
「
貝
「
白
「
薫
「
丁
「
麝
以
上
／
「
梅
花
（
春
）
／
「
一
沈
四
両
「
一
丁
二
両
／

（
４
・
裏
）「
一
貝
二
分
「
一
甘
松
二
朱
／
「
一
麝
二
朱
／
荷
葉
（
夏
）
／
「
一
沈
七
両
二
分
「
一
甘
松
一
分
／
「
一
貝
二
両
二
分
「
一
丁

二
両
二
分
／
「
一
霍
一
分
四
朱
「
一
白
一
分
二
朱
／
「
一
う
こ
ん
三
分
「
一
安
息
香
一
分
／
「
菊
花
（
秋
）
／
「
沈
二
両
「
丁
子
一
両

／
「
貝
二
分
「
薫
三
朱
／

（
５
・
表
）「
甘
松
三
朱
「
麝
一
分
／
侍
従
（
冬
是
を
用
口
傳
）
／
「
沈
四
両
「
丁
子
二
両
／
「
貝
三
分
「
甘
一
分
三
朱
／
「
占セ

ン
た
う唐

一
分
三

朱
（
代
あ
り
口
傳
）
以
上
／
「
く
の
へ
香
の
方
／
「
梅
花
香　

後
白
川
右
府
御
し
ん
さ
く
／
「
か
ん
せ
う
三
両
「
く
わ
か
う
二
両
／
「
丁

子
二
分
二
朱
「
し
つ
く
し
や
一
朱
／
「
木
香
一
分
／
「
せ
ん
き
う
一
朱
／

（
５
・
裏
）「
麝
の
へ
そ
の
皮
三
朱
「
白
た
ん
二
分
／
「
く
ん
ろ
く
一
分
／
「
や
く
し
ゆ
と
ゝ
の
へ
や
う
／
「
一
か
ん
せ
う
ハ
あ
ま
の
く
こ

ん
の
や
う
な
る
／
さ
け
に
ひ
た
し
て
一
夜
を
き
て
し
ほ
り
／
あ
け
て
よ
る
の
寝
む
し
ろ
の
下
に
よ
く
／
つ
ゝ
ミ
て
そ
の
う
へ
に
い
ね
て

し
き
ほ
す
／
「
一
く
わ
か
う
ハ
あ
つ
き
き
ね
に
つ
ヽ
ミ
て
泉
／
に
て
六
七
と
ふ
り
す
ヽ
き
て
し
ほ
り
あ
／
け
て
か
け
ほ
し
に
す
る
也
／

「
一
残
の
や
く
し
ゆ
ハ
き
さ
ミ
て
木
き
ね
に
／
て
あ
ら
く
つ
き
て
な
す
ら
へ
て
相
成
の
／
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（
６
・
表
）
用
香
に
に
ほ
ふ
道
理
と
し
り
て
た
き
／
ぬ
れ
は
あ
し
き
も
の
さ
り
よ
き
事
成
／
た
り
菩
薩
聖
衆
に
も
ち
か
つ
き
福
／
得
幸
も

心
に
か
な
ふ
へ
し
と
心
へ
／
ぬ
れ
ハ
そ
の
匂
ひ
も
ち
か
う
あ
り
て
よ
く
／
ふ
か
ゝ
る
へ
く
侍
な
れ
た
ヽ
い
ろ
〱
に
ふ
（
け
り
か
に
）
／

ふ
け
る
へ
き
中
た
ち
と
は
か
り
し
れ
／
ら
ん
人
ハ
あ
わ
せ
ま
な
は
ん
も
う
き
世
／
一
の
人
の
心
に
も
な
を
あ
ま
ね
く
ハ
か
な
／
ひ
か
た

か
る
へ
し
と
な
ん
／
「
薫
物
相
承
次
第
／
「
一
秤
斤
目
事

（
６
・
裏
）
六
朱
を
一
分
と
す
、
四
分
を
一
両
と
す
十
二
（
カ
）
両
／
を
小
の
一
斤
と
す
卅
八
両
を
大
の
一
斤
と
す
小
の
／
三
両
を
大
の

一
両
と
す
小
の
三
分
を
大
の
一
／
分
と
す
／
「
一
お
も
し
の
を
ほ
そ
く
と本

ノ

へマ

しヽ
多
分
馬
尾
し
か
り
／
「
一
か
な
う
す
の
次
第
／
「
一
沈

白
檀
薫
陸
貝
香
丁
子
／
あ
る
方
に
ハ
す
く
な
き
香
よ
り
先
つ
く
と
／
あ
り
沈
を
ハ
の
ち
に
つ
く
へ
き
也
／
「
今
案　

沈
白
檀
薫
陸
貝
香

丁
子
／
（
如
此
口
傳
）
／

（
７
・
表
）「
一
か
な
う
す
あ
ま
た
に
て
一
度
に
程
な
く
つ
き
／
い
た
せ
と
有
い
つ
れ
も
つ
き
て
程
へ
ぬ
れ
ハ
わ
ろ
し
／
い
そ
き
〱
あ
は
す

へ
し
こ
と
に
沈
は
か
り
つ
き
／
て
を
く
へ
か
ら
す
匂
う
せ
て
わ
ろ
し
／
「
一
香
の
か
は
ら
ん
た
ひ
こ
と
に
金
臼
き
ね
を
能
〱
／
の
こ
ふ

へ
し
い
ま
た
あ
は
せ
ぬ
さ
き
に
は
香
と
も
／
へ
ち
〱
に
を
く
へ
し
ち
り
は
か
り
も
香
の
／
か
よ
ひ
ぬ
れ
ハ
香
を
う
し
な
ふ
沈
丁
子
ハ
／

こ
と
に
中
の
あ
し
き
も
の
な
り
／
「
一
香
と
も
お
ほ
く
い
れ
て
金
臼
の
は
た
を
は
／

（
７
・
裏
）
の
こ
せ
金
う
す
の
は
た
ハ
く
さ
き
物
な
め
り
／
「
一
金
う
す
の
口
の
め
く
り
に
紙
を
た
て
ゝ
き
ね
に
／　

ゆ
ひ
つ
け
て
す
き

ま
な
く
て
つ
く
へ
し
け
を
／
も
ら
す
へ
か
ら
す
香
を
う
し
な
は
し
か
た
め
也
／
も
ろ
〱
の
香
の
か
ハ
た
ゝ
そ
の
け
に
あ
る
也
／
風
に
ふ

か
れ
て
は
時
か
ね
て
い
た
く
か
う
は
し
き
を
／
わ
ろ
し
と
い
ふ
け
を
た
て
す
か
を
ち
ら
さ
て
／
あ
ま
つ
ら
あ
は
せ
を
し
つ
れ
ハ
花
や
か

な
る
／
に
ほ
ひ
あ
る
也
／
「
一
沈
を
は
両
数
に
一
二
両
は
か
り
あ
／

（
８
・
表
）
ま
り
て
つ
く
へ
し
／
「
一
篩ふ

る
い

事
／
ふ
る
い
に
ハ
む
ら
な
く
う
す
き
ぬ
を
を
ハ
る
也
／
臼
た
ん
か
い
香
の
ふ
る
い
め
の
こ
ま
か

成
へ
し
／
沈
丁
子
ハ
め
あ
ら
か
る
へ
し
／
「
一
く
ん
ろ
く
ハ
物
に
つ
き
て
ふ
る
ひ
に
も
も
ら
ぬ
ハ
／
ま
へ
に
つ
き
た
る
白
た
ん
を
ち
と
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と
り
分
て
く
し
／
て
つ
き
ふ
る
ふ
へ
し
こ
の
事
秘
す
へ
し
／
「
一
も
ろ
〱
の
香
と
も
ふ
る
ふ
時
つ
よ
く
あ
ら
／
き
も
い
か
ゝ
又
こ
ま
り

な
る
は
い
の
こ
と
く
に
て
／

（
８
・
裏
）
匂
も
の
に
と
ゝ
ま
ら
す
よ
き
程
に
ハ
か
ら
ふ
へ
し
／
「
一
梅
花
ハ
あ
ら
く
黒
方
ハ
こ
ま
か
成
也
そ
の
／
ゆ
へ
ハ
梅
花
は
花
や

か
に
今
め
か
し
う
あ
は
／
す
へ
し
く
ろ
ほ
う
ハ
も
の
ふ
か
く
お
た
や
か
な
る
／
へ
し
こ
と
方
と
も
〳
〵
こ
れ
に
な
す
ら
へ
て
／
は
か
ら

ふ
へ
し
／
「
一
和
合
次
第
／
「
黒
方　

承
和
秘
方
／
沈　

貝　

麝　

薫　

白　

丁
／
「
梅
花
／

（
９
・
表
）
沈　

丁　

貝　

白　

甘　

薫　

麝
／
「
侍
従
／
沈　

丁　

貝　

甘　

鬱
／
一
散
和
合
様
／
は
こ
の
ふ
た
に
地
う
す
や
う
を
し

き
て
そ
の
上
／
に
沈
を
置
雉
の
は
ね
に
て
こ
れ
を
わ
か
ち
を
く
／
「
一
よ
く
〱
あ
は
せ
て
後
に
あ
は
せ
ふ
る
ひ
二
度
／
一
合
ふ
る
ひ
の

後
一
夜
を
へ
て
そ
の
匂
た
か
ひ
に
／
そ
む
を
よ
し
と
す
其
後
に
あ
は
す
こ
れ
秘
傳
也
／
「
一
あ
ま
つ
ら
あ
は
せ
の
時
合
こ
め
て
沈
二
ふ

ん
ハ
か
り
／

（
９
・
裏
）
う
へ
に
あ
は
す
へ
し
あ
ま
つ
ら
の
か
を
へ
た
て
ん
た
め
也
／
「
一
黒
方
に
ハ
さ
か
う
入
過
た
る
い
と
か
う
は
し
／
梅
花
侍
従

に
ハ
さ
か
う
お
ほ
か
る
わ
ろ
し
／
「
一
春
（
丁
子
）
秋
（
沈
）
冬
（
薫
陸
）
／
あ
は
せ
ん
時
に
し
た
か
ひ
て
三
朱
ハ
か
り
く
ハ
ふ
へ
し

／
「
一
あ
ま
つ
ら
和
合
事
／
あ
ま
つ
ら
の
あ
つ
き
ハ
た
き
物
の
か
を
う
し
な
ふ
／
よ
く
さ
ま
し
て
あ
ハ
す
へ
し
／
「
一
あ
ま
つ
ら
入
た

る
に
よ
き
ほ
と
な
る
ハ
少
と
り
て
／
み
る
に
香
に
つ
か
ぬ
ほ
と
に
て
手
の
は
た
の
／

（
（0
・
表
）
す
ち
つ
く
ほ
と
な
る
を
よ
し
と
す
あ
ま
つ
ら
入
過
／
し
て
た
き
物
し
る
く
な
り
た
ら
ハ
火
を
け
／
の
灰
に
う
す
や
う
を
あ
ま

た
し
き
て
し
／
は
し
を
き
た
れ
ハ
か
た
ま
る
な
り
／
「
一
冬
の
た
き
物
ハ
合
す
る
時
う
ゐ
物
ひ
た
れ
と
も
／
程
ふ
れ
は
か
た
ま
る
ゆ
へ

に
こ
ま
か
に
つ
き
／
て
心
よ
く
和
せ
し
む
る
也
／
「
一
夏
の
た
き
物
ハ
た
ゝ
今
か
た
け
れ
と
も
後
／
に
う
る
お
ひ
い
て
く
る
ゆ
へ
に
す

こ
し
香
を
／
あ
ら
く
つ
く
に
や
／

（
（0
・
裏
）「
一
合
つ
き
の
事
／
あ
は
せ
つ
き
ハ
あ
ら
く
つ
く
へ
か
ら
す
か
な
／
う
す
に
き
ね
の
あ
た
れ
ハ
か
な
く
さ
く
な
れ
ハ
／
中
を
つ
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か
ん
と
す
へ
し
つ
き
ひ
ろ
け
ら
れ
／
た
る
を
か
き
あ
は
せ
〱
し
て
む
ら
な
く
／
つ
く
へ
し
／
「
一
つ
き
て
後
風
に
あ
て
す
と
い
ふ
な
り

／
一
合
つ
き
の
か
す
／
大
の
一
さ
い
五
千
小
の
一
さ
い
三
千
六
百
／
四
両
三
千
／
二
両
千
五
百
／

（
（（
・
表
）・
一
両
千
／
小
四
両
二
千
／
「
一
合
す
る
時
ノ
節
／
梅
の
香
の
た
か
き
二
月
三
月
九
月
／
あ
る
ひ
ハ
正
月
十
日
こ
ろ
に
あ
は
す

へ
し
／　

と
も
い
ふ
／
か
い
か
う
ハ
お
の
〱
の
香
を
よ
く
と
ゝ
／
の
へ
白
た
ん
ハ
と
を
く
匂
を
と
は
せ
／
く
ん
ろ
く
ハ
を
の
〱
の
香
を

よ
く
物
／
に
と
む
る
也
／
「
後
土
御
門
院
勅
合　

れ
う
さ
う
院
へ
た
つ
ね
／
下
さ本

ノ
マ
マれ

こ
の
ふ
ん
也
／

（
（（
・
裏
）「
御
調
合
の
梅
花
／
「
沈
五
両
大
「
丁
子
一
両
（
大
）
／
「
貝
香
一
両
（
小
）「
甘
松
二
分
／
「
麝
二
分
（
大
）
／
家
の
方
「
く

ろ
ほ
う
／
「
沈
一
両
「
丁
子
二
分
／
「
く
ん
一
朱
半
「
白
た
ん
一
朱
半
／
「
貝
一
分
（
或
ハ
三
朱
）「
さ
か
う
四
朱
（
或
ハ
三
朱
）
／
「
梅

花
「（
梅
の
香
に
に
た
る
に
ほ
ひ
也
）
／
「
沈　

三
両　

丁
子　

一
両
二
分
／

（
（（
・
表
）「
貝
一
両
二
分
「
麝
一
分
／
「
く
ん
ろ
く
一
分
「
白
た
ん
一
分
／
「
花
は
ち
す
「（
は
ち
す
の
か
に
よ
そ
へ
た
り
）
／
「
沈
四

両
「
丁
子
一
両
二
分
／
「
貝
三
分
「
う
こ
ん
一
分
／
「
甘
松
一
分
／
「
落
葉
「（
秋
の
末
冬
の
は
し
め
に
も
ち
ゆ
へ
し
時
雨
す
る
／
時

紅
葉
の
ち
り
か
ゝ
る
に
心
す
こ
き
か
に
や
あ
ら
ん
）
／
「
沈
九
両
「
丁
子
四
両
／
「
貝
一
両
二
分
「
麝
二
分
／
「
か
う
ふ
し
二
分
「
白

た
ん
一
分
二
朱

（
（（
・
裏
）「
く
ん
ろ
く
一
分
「
そ
か
う
一
両
／
「
又
方
／
「
沈
一
両
二
分
「
丁
子
二
分
（
か
ろ
し
）
／
「
貝
一
分
二
朱
「
白
一
朱
／
「
く

ん
一
朱
（
か
ろ
し
）「
か
う
ふ
し　

二
朱
（
お
も
し
）
／
「
麝
一
朱
「
そ
か
う
二
朱
／
「
玉
椿
（
後
白
川
右
府　

御
新
さ
く
）
／
「
沈

四
両
「
丁
子
二
両
／
「
甘
松
一
分
二
朱
「
貝
一
両
／
「
く
ん
ろ
く
一
分
／
「
う
こ
ん
一
分
／

（
（（
・
表
）「
さ
か
う
三
朱
／
「
若
草
（
同
）
／
「
沈
三
両
「
せ
ん
た
う
三
分
（
代
口
傳
）
／
「
貝
一
両
一
分
「
甘
松
三
朱
／
「
白
た
ん
二

分
「
丁
子
一
両
／
「
く
ん
ろ
く
一
分
「
さ
か
う
二
分
／
「
き
菊
花
（
同
こ
れ
を
か
け
ハ
厄本

ノ

をマ
ゝ

さ
け
／
命
を
の
ふ
る
方
な
り
冬
菊
の
に
ほ

ひ
也
）
／
「
沈
二
両
「
丁
子
一
両
／
「
貝
三
分
「
く
ん
ろ
く
三
朱
／
「
甘
松
三
朱
「
さ
香
一
分
／
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（
（（
・
裏
）「
梅
花
（
同
）
／
「
沈
「
貝
「
白
「
く
ん
「
甘
「
麝
「（
各
〱
と
う
ふ
ん
）
／
「
蓮
葉
（
同
）
／
「
沈
三
両
「
か
ん
松
三
分
／
「
貝

一
両
一
分
「
白
一
分
／
「
う
こ
ん
一
朱
「
く
ん
ろ
く
二
分
／
「
く
わ
香
二
分
「
丁
子
一
両
半
／
「
さ
香
一
分
半
／
花
た
ち
ば
な
／

「
盧花

た
ち
は
な橘

／
「
沈
四
両
「
丁
二
両
／

（
（（
・
表
）「
貝
一
両
一
分
「
し
や
う
木
香
一
朱
／
「
く
わ
香
一
分
「
白
一
両
一
分
／
「
柏
一
朱
（
口
伝
）「
麝
一
分
／
「
野
風
／
「
沈
四

両
「
丁
二
両
／
「
貝
二
分
「
白
一
両
／
「
薫
一
両
「
霍
香
二
分
／
「
青
木
香
一
朱
「
甘
松
一
分
／
「
桂
心
一
朱
「
麝
香
一
分
／
「
新
枕

（
家
方
）
／

（
（（
・
裏
）「
沈
六
両
「
丁
子
二
両
二
分
／
「
貝
二
両
三
分
「
薫
陸
二
分
／
「
青
木
香
二
朱
「
麝
香
二
分
（
あ
は
せ
様
／
口
傳
あ
り
）
／
「
烏

方
（
家
の
方
）
／
「
沈
四
両
二
分
「
丁
子
二
両
／
「
貝
一
両
「
く
ん
ろ
く
一
両
／
「
白
一
両
「
さ
か
う
一
分
／
「
蘭
（
家
の
方
）
／
「
ち

ん
二
両
「
せ
ん
た
う
三
分
／

（
（（
・
表
）「
か
い
か
う
一
両
「
か
ん
せ
う
三
朱
／
「
ひ
や
く
た
ん
一
分
二
朱
「
ち
や
う
し
一
両
一
分
／
「
け
い
し
ん
一
朱
「
く
ん
ろ
く
三

朱
／
「
さ
か
う
二
分
／
「
千
種
（
れ
う
し
や
う
ゐ
ん
新
さ
く
の
方
也
）
／
「
沈
五
両
「
丁
二
両
／
「
貝
一
両
「
白
一
両
／
「
薫
一
両
「
麝

一
分
／
「
甘
二
分
「
麝
二
分
／
「
仙
人
方
／

（
（（
・
裏
）「
沈
二
両
「
丁
三
分
／
「
貝
二
分
「
白
一
分
／
「
丁麝

歟

香
皮
二
朱
「
薫
一
朱
／
「
麝
三
朱
／
「
拾
遺
方
（
し
ゝ
う
の
か
ら
名
）
／

「
沈
四
両
「
丁
二
両
／
「
貝
三
両
「
薫
二
分
／
「
白
二
分
「
甘
二
分
／
「
鬱
二
分
「
占
唐
三
分
（
代
口
傳
）
／
「
同
方
／

（
（（
・
表
）「
沈
三
分
「
丁
二
両
／
「
貝
一
両
「
薫
二
分
／
「
鬱
三
分
「
し
や
う
な
ふ
一
分
（
口
傳
）
／
「
菖
蒲
「
沈
一
両
一
分
「
丁
一
両

／
「
貝
二
分
「
白
二
分
／
「
薫
一
分
「
鬱
一
分
二
朱
／
「
あ
や
め
の
根
一
朱
「
さ
か
う
一
朱
／
「
二
葉
／
「
沈
一
両
二
分
「
丁
二
分
／

（
（（
・
裏
）「
貝
三
朱
「
白
二
分
／
「
甘
三
朱
「
麝
二
朱
／
以
上
／

　
「
當
家
た
き
物
の
方
の
こ
と
は　
　

／
御
代
々
ニ
つ
た
へ
き
こ
し
め
す
／
御
お
も
む
き　

勅
書
な
ら
ひ
に
御
せ
い
の
御
た
ん
さ
く
あ
り



105 有栖川宮家伝来薫物具

め
い
ふ
つ
た
る
に
よ
り
て
今
こ
ゝ
に
う
つ
す
所
な
り
／
「
た
き
も
の
ゝ
代
々
の
匂
ひ
を
／

（
（（
・
表
）
雲
の
上
に
つ
た
ふ
る
風
の
／
た
よ
り
う
れ
し
も
／
「
當
今
へ
は
先
年
愚
老
御
せ
ん
に
／
を
い
て
て
う
合
さ
せ
ら
れ
條
々
申
／

入
了
／
右
四
辻
代
々
相
傳
双
紙
也
亜
相
遠
／
行
之
砌
口
傳
等
不
残
令
傳
受
畢
／
殊
ニ
黒
方
者　
　

／
正
親
町
院
以
御
自
筆
之
方
奉
／
寫

者
也
末
代
之
重
寶
無
比
類
／

（
（（
・
裏
）
事
也
穴
賢
々
々
外
見
停
止
云
々
／
「
于
時
文
禄
余
暦
仲
秋
日
僧
都
實
澄
在
判
／

「
侍
従
（
勅
方
）
／
「
沈
二
両
「
丁
一
両
／
「
貝
二
分
「
薫
一
分
／
「
ウ
コ
ン
一
分
二
朱
／
又
一
朱
／
右
一
冊
以
去
方
之
秘
本
暫
時
／
令

書
写
了
尤
可
秘
々
々
／

（
（（
・
表
）
寛
文
九
年
十
一
月
十
三
日　

権
大
納
言
公
規
／
同
十
四
日
一
合
了
／
此
一
冊
以
今
出
川
前
内
府
（
公
規
公
）
自
筆
／
之
本
令

書
写
者
也
／
元
禄
五
四
晦　
　

兵
部
尚
書
（
花
押
）
親
王

（
（（
・
裏
）（
墨
付
け
な
し
）
／
（
裏
表
紙
・
裏
）（
墨
付
け
無
し
）
／
（
裏
表
紙
・
表
）（
墨
付
け
無
し
）

【
※
資
料
８　

参
考
資
料
】　

24
―
10
止　
「
薫
物
方
幷
薫
衣
香
方
」
奥
書

「
當
家
た
き
も
の
ゝ
方
の
こ
と
は
／
禁
裏
御
代
々
つ
た
へ
き
こ
し
め
す
御
お
も
／
む
き　

勅
書
な
ら
ひ
に
御
せ
い
の
御
た
ん
さ
く
／
あ
り

め
い
ふ
つ
た
る
に
よ
り
て
今
こ
ゝ
に
／
う
つ
す
所
あ
り
／
た
き
も
の
ゝ
代
々
の
匂
ひ
を
／
雲
の
上
に
つ
た
ふ
る
風
の
／
た
よ
り
う
れ
し
も

／
當
今
へ
は
先
年
愚
老
御
せ
ん
に
お
い
て
／
て
う
合
さ
せ
ら
れ
條
々
申
入
了
／
右
四
辻
代
々
相
傳
双
紙
也
亜
相
遠
行
之
砌
口
傳
等
／
不
残

令
傳
受
畢
殊
ニ
黒
方
者
／
正
親
町
院
以
御
自
筆
之
方
奉
写
者
也
末
代
／
之
重
宝
無
比
類
事
也
穴
賢
々
々
外
見
停
止
云
々
／
于
文
禄
余
暦
仲

秋
日
僧
都
實
澄
在
判
／
侍
従
（
勅
方
）
一
沈
二
両　

丁
一
両　

貝
二
分　

薫
一
分　

ウ
コ
ン
（
一
分
二
朱
又
一
朱
）
／
右
一
冊
以
去
方
秘

本
暫
時
令
書
写
了
尤
／
可
秘
々
　々

寛
文
九
年
十
一
月
十
三
日　

権
大
納
言
公
規
／
（
同
十
四
日
一
合
了
（
朱
筆
）」。
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巻
末
に
「
朱
文
方
印
：
菊
亭
蔵
書
」「
白
文
方
印
：
公
規
」
の
捺
印
。

【
資
料
９
】　

24
―
８　
「
御
薫
物
方
」

（
１
・
表
）（
押
紙
墨
書
）「
い
」
／
「
御
薫
物
方
」
／
（
１
・
裏
）（
墨
付
ナ
シ
）
／

（
２
・
表
）
黒
方
二
両
合
／
沈
香
二
両
二
分
／
白
た
ん
二
分
／
貝
香
一
分
二
朱
／
丁
子
三
分
一
朱
／
く
ん
ろ
く
二
分
三
朱
／

（
２
・
裏
）
麝
香
一
分
／
同
／
ち
ん
か
う
一
両
一
分
二
朱
／
丁
子
一
分
二
朱
／
白
た
ん
一
分
／
く
ん
ろ
く
一
分
二
朱
／
か
い
か
う
三
朱
／

（
３
・
表
）
さ
か
う
二
朱
／
同
方
三
両
合
／
沈
三
両
一
分
三
朱
／
白
三
分
／
貝
二
分
一
朱
／
薫
一
両
／
丁
子
一
両
一
分
／

（
３
・
裏
）
麝
一
分
二
朱
／
同
／
沈
一
両
三
分
／
丁
二
分
一
朱
／
白
一
分
二
朱
／
薫
一
分
三
朱
／
貝
一
分
朱
中
／

（
４
・
表
）
麝
三
朱
／
塩
サ
シ
ニ
半
分
程
色
ツ
ケ
ハ
／
サ
シ
ニ
二
ツ
カ
ほ
と
／
ホ
シ
ノ
方
／
沈
一
両
／
白
一
分
（
つ
ね
ノ
ヨ
リ
モ
／
ア
ラ
く
）

／
麝
一
朱
／

（
４
・
裏
）
此
方
自
右
衛
門
佐
（
永
慶
朝
臣
／
被
書
進
）
／
新
上
東
門
院
之
処
也
／
ミ
れ
う
／
沈
二
両
／
丁
一
両
／
貝
三
分
／
白
一
分
／

（
５
・
表
）
薫
二
朱
／
麝
一
分
／
黒
方
／
沈
一
両
／
丁
二
分
／
薫
一
し
ゆ
朱
中
／
白
二
朱
／

（
５
・
裏
）
貝
一
分
／
麝
一
分
／
玉
椿
／
沈
四
両
／
丁
二
両
／
甘
一
分
二
朱
／
貝
一
両
／

（
６
・
表
）
薫
一
分
／
ウ
一
分
／
麝
三
朱
／
右
自
中
院
中
納
言
殿
傳
之
了
／
寛
永
四
三
廿
一
／
三
両
合
／
沈
三
両
一
分
三
朱
／
白
三
分
／

（
６
・
裏
）
貝
二
分
一
朱
／
薫
一
両
／
丁
一
両
一
分
／
麝
一
分
二
朱
／
同
／
沈
一
両
三
分
／
丁
二
分
一
朱
／

（
７
・
表
）
白
一
分
二
朱
／
薫
一
分
三
朱
／
貝
一
分
朱
半
／
麝
三
朱
／
一
両
合
／
沈
一
両
／
薫
一
分
／

（
７
・
裏
）
白
一
分
二
朱
／
貝
三
朱
／
丁
二
分
一
朱
／
麝
二
朱
／
右
方
三
し
さ
ゐ
同
断
／
若
草
／
沈
五
両
／

（
８
・
表
）
麝
一
両
／
丁
一
両
／
占
唐
弐
分
／
白
弐
分
／
甘
一
分
／
貝
三
分
／
薫
二
分
／
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（
８
・
裏
）
此
方
し
ん
さ
く
ゑ
も
ん
つ
た
ゆ
る
／
ほ
そ
か
わ
三
さ
い
方
也
／
梅
花
／
沈
一
両
／
丁
二
分
／
貝
一
分
半
／
白
二
朱
／

（
９
・
表
）
薫
一
朱
／
甘
半
朱
／
ウ
半
朱
／
麝
半
朱
／
玉
椿
／
沈
二
両
一
分
／
丁
一
両
（
か
ろ
く
）
／

（
９
・
裏
）
貝
二
分
／
白
二
朱
／
薫
一
朱
（
重
）
／
茶
二
朱
（
重
）
／
新
枕
／
沈
四
両
（
重
）
／
丁
一
両
（
輕
）
／

（
（0
・
表
）
貝
二
分
／
白
一
両
（
輕
）
／
薫
一
両
（
輕
）
／
甘
一
分
／
ケ
イ
一
朱
（
輕
）
／
茶
一
分
／
ウ
一
朱
／

（
（0
・
裏
）
ク
ワ
ツ
香
二
分
／
シ
ヤ
ウ
モ
ツ
一
朱
／
黒
方
（
親
）
／
沈
一
両
二
分
／
薫
一
分
／
貝
三
朱
／

（
（（
・
表
）
白
一
分
二
朱
／
丁
二
分
二
朱
／
麝
一
朱
／
同
二
朱
（
二
度
ニ
入
也
）
／

（
（（
・
裏
）
山
ふ
き
／
か
ん
せ
う
二
分
／
ち
や
う
し
二
分
／
白
た
ん
二
分
／
木
か
う
三
朱
／
り
や
う
か
う
三
朱
／
う
い
き
や
う
三
朱
／
り

う
の
ふ
三
朱
／
さ
か
う
二
朱
／

（
（（
・
表
）
九
重
／
か
ん
せ
う
二
分
一
朱
／
丁
子
一
分
二
朱
／
白
た
ん
一
分
二
朱
／
木
か
う
一
分
二
朱
／
り
や
う
か
う
三
朱
／
う
い
き
や

う
三
朱
／
り
う
の
ふ
二
朱
／
さ
か
う
二
朱
／

（
（（
・
裏
）
さ
ら
し
な
／
か
ん
せ
う
二
分
／
ち
や
う
し
二
分
／
白
た
ん
二
分
／
り
や
う
か
う
一
分
／
う
こ
ん
一
分
／
う
い
き
や
う
一
分
／

し
や
木
か
う
一
分
（
か
る
）
／
り
う
の
ふ
二
朱
／

（
（（
・
表
）
さ
か
う
二
朱
／
う
て
な
／
か
ん
せ
う
二
分
／
丁
子
二
分
／
白
た
ん
二
分
／
う
い
き
や
う
一
朱
／
は
い
そ
う
二
分
／
り
や
う
か

う
一
朱
／
う
こ
ん
一
朱
／

（
（（
・
裏
）
り
う
の
ふ
二
朱
／
さ
か
う
二
朱
／
小
夜
桂
／
か
ん
せ
う
二
分
／
白
た
ん
二
分
／
は
い
一
分
／
丁
子
二
分
／
木
か
う
一
分
／

（
（（
・
表
）
り
う
の
ふ
二
朱
／
さ
か
う
二
朱
／

（
（（
・
裏
止
）（
墨
付
け
ナ
シ
）



108

有
栖
川
宮
旧
蔵
御
薫
物
具
箱
（
香
合
19
）
納
入
資
料
目
録

番
号

名
称
（
内
容
）

法
量

形
態

年
代

数
量

備
考　

（

御
薫
物
具
（
外
箱
）

（0.（
×
（（.（
×
（9.0

台
差
黒
塗
箱
（
江
戸
後
期
）

（
合

蓋
の
甲
に
銀
蒔
絵
字
形
で
「
御
薫
物
具
」
と
あ
り
。
ま
た
、
蓋

甲
と
二
側
面
に
押
紙
墨
書
で「
有
栖
川
宮
」「
御
薫
物
具
」と
あ
り
。

蓋
甲
と
一
側
面
に
ラ
ベ
ル
に
て
「
香
合
（9
」
と
あ
り
。
側
面
に

押
紙
墨
書
に
て
「
三
十
八
」・「
御
薫
物
具
」
と
あ
り
。
台
差
の

受
け
部
分
が
紐
と
共
に
欠
落
。
身
蓋
共
に
内
貼
の
紙
が
剥
離
。

（

内
箱
（
黒
漆
地
八
重
表
菊
八
重
裏
菊

紋
散
蒔
絵
）

（（.（
×
（9.0
×
（（.（

黒
漆
蒔
絵
懸

子
付
被
蓋
箱
（
江
戸
後
期
）

（
合

菊
紋
は
梨
子
地
な
ど
（
種
の
技
法
で
描
き
分
け
る
。「
御
た
き
物

之
は
こ
へ
入
候
物
」
と
墨
書
の
水
引
付
き
付
箋
あ
り
。

（

底
裂
張
印
籠
蓋
篩
箱
（
懸
子
納
入
入

子
箱
）

丁
・
沈
の
箱
：
（（.0
×

9.（
×
9.（
。

そ
の
他
：
（（.0
×
（.（
×

9.（
。

底
裂
貼
印
籠

蓋
篩
箱

（
江
戸
後
期
）

（
合
（
内
、

幅
大
×
（

合
・
小
幅
×

（
合
）

篩
箱
の
盛
蓋
と
身
の
側
面
に
そ
れ
ぞ
れ
金
蒔
絵
で
「
丁
・
沈
・
貝
・

白
・
薫
・
麝
・
欝
・
甘
」
の
字
形
蒔
絵
あ
り
。
内
、
丁
と
沈
は

幅
が
広
い
。
懸
子
の
底
は
、
香
料
の
粉
末
を
濾
す
た
め
の
大
小

の
目
の
絹
が
張
ら
れ
て
い
る
。
丁
は
絽
。
貝
・
麝
・
白
・
薫
・

欝
は
平
絹
。
沈
は
大
粗
目
。
甘
は
牡
丹
唐
草
顕
文
紗
。
懸
子
の

裂
地
の
縁
の
紙
に
墨
書
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
箱
の
蒔
絵
の
文
字
と

同
じ
墨
書
あ
り
。

（

か
い
甲

（（.（
×
（（.（
×
（.（
位

紙
包

（
江
戸
後
期
）

（
包

貝
香
の
実
物
を
小
奉
書
で
包
ん
だ
も
の
。
上
書
き
墨
書
「
か
い

甲
」。（
紙
包
み
の
た
め
法
量
に
変
形
あ
り
）

（

（
包
紙
・
中
身
無
し
）

（（.（
×
（（.0
×
（.0

包
紙

（
江
戸
後
期
）

１
枚

「
昆
布　

一
箱　

干
し
蕨　

一
箱　

御
樽　

一
荷　

以
上
」
大
高

檀
紙
竪
目
録
の
反
古
利
用
。

（
―

（

（
包
紙
）

（（.（
×
（（.（
×
（.0

包
紙

（
江
戸
後
期
）

１
枚

（
白
紙
）

（
―

（

御
目
録
（
香
道
具
目
録
）

（（.（
×
（（.（

折
紙

（
江
戸
後
期
）

（
紙

【
資
料
１
】
と
し
て
翻
刻
掲
載

（
―

（

（
重
陽
着
綿
記
事
抜
書
・
年
中
行
事
・

源
氏
物
語
幻
・
枕
草
子
・
紫
式
部
日
記
・

世
諺
問
答
）

（（.（
×
9（.（

続
紙

（
江
戸
後
期
）

（
紙

「
年
中
行
事　

九
月　

九
日
、
書
司
献
菊
花
事
、・
・
・
。
早
旦

書
司
女
官
立
鷺
足
円
机
二
脚
於
御
座
間
孫
廂
（
各
其
下
敷
小
筵
）

其
上
居
大
花
瓶
各
一
口
差
菊
花
（
以
綿
掩
花
上
）
臨
昏
撤
之
、）　

源
氏
物
語　

ま
ほ
ろ
し　

九
月
に
な
り
て
九
日
わ
た
お
ほ
ひ
た

る
菊
を
御
覧
し
て
・
・
・
。」

（
―

（
―

（
（
包
紙
）

（.0
×
（（.（

包
紙

（
江
戸
後
期
）

（
枚

（
白
紙
）

（
―

（
―

（

止

漢
籍
抜
書

（（.（
×
（.（

切
紙

（
江
戸
後
期
）

（
枚

「
督
呈　

前
漢
司
馬
遷
史
記
百
二
十
八
巻
亀
策
伝
ニ
亀
蓮
ノ
事
ヲ

載
セ
リ
、
明
ノ
祝
穆
ガ
事
文
類
聚
三
十
五
巻
亀
部
ニ
宋
蘇
軾
ガ

詩
二
句
ヲ
引
ケ
リ
」
朱
筆
あ
り
。
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（
―

（
―

（
（
包
紙
）

（（.（
×
（（.0

包
紙

（
江
戸
後
期
）

（
枚

上
書
き
墨
書
「
薫
物
ノ
さ
し
ノ
形
銀
な
り
」。

（
―

（
―

（

止

薫
物
ノ
さ
し
ノ
形

（（.0
×
（（.（

切
紙

（
江
戸
後
期
）

（
枚

匙
の
図
あ
り
。

（
―

（

御
所
望
被
遊
候
覚

（（.（
×
（（.（

折
紙

（
江
戸
後
期
）

（
枚

【
資
料
２
】
と
し
て
翻
刻
掲
載

（
―

（
止

史
記
評
林
巻
之
一
百
二
十
八　

亀
策

列
伝
第
六
十
八　

太
史
公
曰
自
古
聖

主
―

（（.（
×
（（.（

折
紙

（
江
戸
後
期
）

（
枚

「
孫
氏
瑞
応
国
曰
亀
物
神
異
之
介
蟲
也
・
・
・
」

（
―

（

（
包
紙
）

（0.0
×
（（.0
×
（.0

包
紙

（
江
戸
後
期
）

（
紙

上
書
き
墨
書
「
薫
も
の
合
セ
や
う　

秘
本
」

（
―

（

匂
袋
之
方
（
勅
方
十
六
種
）

（（.（
×
（（.（

横
半

（
江
戸
後
期
）

（
冊
（
（
丁
）
【
資
料
（
】
と
し
て
翻
刻
掲
載

（
―

（

（
春
風
・
山
桜
・
花
橘
・
若
紫
・
手
枕

の
調
合
明
細
）

（（.（
×
（（.（

続
紙

（
江
戸
後
期
）

（
紙
接
合

３
紙
接
合

（
―

（

鷃
薬
之
方

（（.0
×
（（.0

切
紙

（
江
戸
後
期
）

（
紙

「
鷃
薬
之
方　

鷃
一
羽
黒
焼　

雀
一
羽
黒
焼　

蜜
柑
一
ツ
黒

焼
・
・
・
」　

（
―

（

霊
元
院
御
流
和
合
次
第

（（.（
×

（（0.（

続
紙

（
江
戸
後
期
）

（
紙
接
合

【
資
料
（
】
と
し
て
翻
刻
掲
載

（
―

（

（
黒
方
・
玉
椿
・
仙
人
の
合
わ
せ
様
）

（（.（
×
（（.（

折
紙

（
江
戸
後
期
）

（
紙

折
紙
表
裏
墨
付

（
―

（

（
薫
物
贈
答
和
歌
四
首
）

（（.（
×
（9.（

染
紙
切
紙

（
江
戸
後
期
）

（
紙

公
敦
・
後
土
御
門
院
・
家
（
マ
マ
）
空
・
義
平
各
１
首

（
―

（
―

（
（
包
紙
）

（9.0
×
（.（

包
紙

（
江
戸
後
期
）

（
紙

上
書
き
墨
書
「
藿
香
正
氣
散
本
方
醫
書
通
」

（
―

（
―

（

止

藿
香
正
氣
散

（（.（
×
（（.（

切
紙

（
江
戸
後
期
）

（
紙

「
藿
香
正
氣
散　

四
時
不
正
ノ
氣
ヲ
ウ
ケ
或
ハ
内
傷
ニ
外
寒
ヲ
挟

ミ
・
・
・
）」

（
―

9

（
白
梅
二
方
合
わ
せ
様
）

（（.（
×
（（.（

折
紙

（
江
戸
後
期
）

（
紙

「
白
梅　

沈
一
両　

丁
二
分
…
」

（
―

（0

（
子
日
一
方
合
わ
せ
様
）

（（.（
×
（（.（

切
紙

（
江
戸
後
期
）

（
紙

「
子
日　

沈
三
両　

貝
三
分
…
」

（
―

（（
止

（
香
料
種
類
書
上
）

（（.（
×
（.（

切
紙

（
江
戸
後
期
）

（
紙

「
沈　

白　

貝　

薫　

丁　

麝
」

（
―

（

（
包
紙
）

（（.0
×
（（.（

包
紙
・
竹
製

箸
箆

（
江
戸
後
期
）

（
枚

上
書
き
墨
書
「
享
和
元
六
御
改　

あ
ん
へ
ら
四
本　

小
ノ
あ
ん

へ
ら
一
本　

す
み
の
さ
ぢ
二
本　

す
ミ
の
は
し
九
つ
か
ひ
入
」

一
部
欠
損

（
―

（

箆

最
大
（（.（
×
（.0
×
0.（

竹
箆
・
竹
刀
（
江
戸
後
期
）

箆
（
・
刀
（

黒
い
香
料
付
着
。
全
皮
削
ぎ
（
本
ほ
か
は
皮
つ
き
。

（
―

（
止

箸

最
長
（（.（
×
直
径
0.（　

最
短
（（.（
×
直
径
0.（

竹
箸

（
江
戸
後
期
）

9
膳

黒
い
香
料
付
着
。
皮
を
残
し
て
削
り
出
し
。
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9
―

（

（
包
紙
）

（（.（
×
（（.（

宿
紙
包
紙

（
江
戸
後
期
）

（
紙

上
書
き
墨
書
「
御
た
き
物
つ
ゝ
み
か
た
」

9
―

（
―

（

御
焼
物
方
組

（9.0
×
（.（

包
紙

（
江
戸
後
期
）

（
紙

上
書
き
墨
書
「
御
焼
物
方
組　

内
々
龍
な
ふ
有
」

9
―

（
―

（

辟
穢
丹
（
合
わ
せ
様
）

（（.（
×
（（.（

切
紙

（
江
戸
後
期
）

（
紙

「
辟
穢
（
ヘ
キ
エ
）
丹　

に
し
香　

さ
う
じ
ゆ
つ　

さ
い
せ
ん　

か
ん
松　

せ
ん
き
う　

か
う
し
ん
香　

右
何
も
こ
ノ
分
」

9
―

（
―

（
（
九
重
・
ユ
ウ
ケ
ツ
・
竹
門
主
方
三
種

合
わ
せ
様
）

（（.0
×
（（.（

切
紙

（
江
戸
後
期
）

（
紙

【
資
料
（
】
と
し
て
翻
刻
掲
載

9
―

（
―

（

止

（
八
重
一
重
・
山
ふ
き
・
九
重
・
蚊
遣

火
方
・
同
方
合
わ
せ
様
）

（（.（
×
（（.（

折
紙

（
江
戸
後
期
）

（
紙

「
八
重
一
重　

か
ん
松
二
分
二
朱　

白
た
ん
二
分
…
」　

折
紙
表

裏
共
書
付

9
―

（
止

竹
箸

（（.（
×
（.9

箸
・
鞘
付

（
江
戸
後
期
）

（
膳

鍔
付
き
竹
箸
（
膳
・
鞘
付
き

（0
―

（

（
包
紙
）

（（.（
×
（（.（

包
紙

（
江
戸
後
期
）

（
枚

上
書
き
墨
書
「
ち
や
う
し
へ
ら　

五
本
」（
竹
箆
（
本
入
り
）

（0
―

（
止

丁
子
箆　

最
長
（（.（
×
0.9
×
0.（

竹
箆

（
江
戸
後
期
）

（
本

片
面
皮
つ
き
。
黒
香
料
付
着
。

（（
―

（

御
た
き
物
ノ
方

（（.0
×
（.0

包
紙

（
江
戸
後
期
）

（
紙

上
書
き
墨
書
「
御
た
き
物
ノ
方
」

（（
―

（

（
黒
方　

合
わ
せ
様
）

（9.0
×
（（.（

折
紙

（
江
戸
前
中
期
）
（
紙

「
黒
方　

一
沈
二
両　

五
薫
二
分
・
・
・
」
近
世
前
中
期
の
檀
紙

（（
―

（

花
月
香

（（.（
×
（（.（

切
紙

（
江
戸
後
期
）

（
紙

「
花
月
香　

一
花
月
香
ハ
香
六
様
ナ
リ
・
・
・
」

（（
―

（
止

ほ
と
ゝ
き
す
香
之
記

（（.（
×
（（.（

切
紙

（
江
戸
後
期
）

（
紙

「
一　

ほ
と
ゝ
き
す
香
ハ
各
々
聞
覚
た
る
香
を
・
・
・
」

（（
―

（

（
包
紙
）

（9.（
×
（.（

包
紙

（
江
戸
後
期
）

（
紙

上
書
き
墨
書
「
御
匂
ひ
ふ
く
ろ　

寸
法
の
か
た
三
枚
」

（（
―

（

東
三
條
さ
ま
の
方
御
匂
ひ
袋
の
寸
法

9.（
×
（.（

切
紙

（
江
戸
後
期
）

（
紙

「
東
三
條
さ
ま
の
方
御
匂
ひ
袋
の
寸
法
」

（（
―

（

中
院
前
右
府
匂
袋
之
寸
法

（（.0
×
（.（

切
紙

（
江
戸
後
期
）

（
紙

「
し
ゝ
ら
に
て
／
赤
地
菊
金
紋
也
／
長
二
寸
九
分
／
横
一
寸
七

分
」

（（
―

（
止

匂
袋
寸
法

（（.（
×
（（.（

切
紙

（
江
戸
後
期
）

（
紙

「
長
小
三
寸
五
分
／
は
ゝ
二
寸
三
分
／
大
／
三
寸
弐
分
／
四
寸
三

分
／
右
尤
縫
タ
テ
ニ
而
」

（（
―

（

御
ふ
る
い
の
御
き
れ
と
も

（（.0
×
（（.0

包
紙

（
江
戸
後
期
）

（
紙

（
反
故
紙
翻
刻
）「
御
太
刀　

一
腰　

御
馬
一
疋　

以
上　

中
院

侍
従
」（
太
刀
馬
目
録
檀
紙
の
反
故
）

（（
―

（

生
絹
白
平
絹
裂

99.（
×
（（.0

裂

（
江
戸
後
期
）

（
枚

生
絹
白
平
絹
。
紙
縒
り
札
に
墨
書
に
て
「
丁
子　

白
た
ん　

か

い
か
う
」
と
あ
り
。

（（
―

（

白
麻
綟
織
裂

（（.（
×
（（.0

裂

（
江
戸
後
期
）

（
枚

（
沈
香
の
篩
の
裂
と
同
じ
。
織
耳
あ
り
）

（（
―

（

生
絹
白
平
絹
裂

（（.（
×
（（.（

裂

（
江
戸
後
期
）

（
枚

（
（（
―

（
の
連
れ
か
。）
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（（
―

（

濃
緑
地
一
重
蔓
牡
丹
唐
草
文
顕
文
紗

裂

（（.（
×
（（.（

裂

（
江
戸
後
期
）

（
枚

打
付
墨
書
「
か
ん
せ
う
」（
両
織
耳
・
織
留
あ
り
）

（（
―

（

生
絹
白
平
絹
裂

（（.0
×
（.（

裂

（
江
戸
後
期
）

（
枚

打
付
墨
書
「
き
か
う
・
う
こ
ん　

く
ん
ろ
く
」（
織
耳
付
）

（（
―

（

生
絹
白
平
絹
裂

（（.0
×
（（.（

裂

（
江
戸
後
期
）

（
枚

（
（（
―

（
の
連
れ
か
。
織
耳
付
）

（（
―

（

浅
葱
麻
綟
織
裂

（（.（
×
（（.0

裂

（
江
戸
後
期
）

（
枚

（
（（
―

（
よ
り
は
眼
が
細
か
い
）

（（
―

9

白
麻
綟
織
裂

（（.（
×
（（.0

裂

（
江
戸
後
期
）

（
枚

（
（（
―

（
の
連
れ
か
。
両
織
耳
付
。）

（（
―

（0

生
絹
白
平
絹
裂

（（.（
×
（（.（

裂

（
江
戸
後
期
）

（
枚

（
（（
―

（
の
連
れ
か
。）

（（
―

（（

生
絹
白
平
絹
裂

（0.（
×
（（.（

裂

（
江
戸
後
期
）

（
枚

（
（（
―

（
の
連
れ
か
。
織
耳
付
）

（（
―

（（

生
絹
白
平
絹
裂

（（.（
×
（.（

裂

（
江
戸
後
期
）

（
枚

（
（（
―

（
の
連
れ
か
。
織
耳
付
）

（（
―

（（

生
絹
白
平
絹
裂

（0.（
×
（（.0

裂

（
江
戸
後
期
）

（
枚

（
（（
―

（
の
連
れ
か
。
織
耳
付
）

（（
―

（（

濃
緑
地
無
文
紗
裂

（（.（
×
（（.（

裂

（
江
戸
後
期
）

（
枚

（（
―

（（

生
絹
白
平
絹
裂

（（.0
×
（（.（

裂

（
江
戸
後
期
）

（
枚

（
（（
―

（
よ
り
折
り
目
が
密
。
織
耳
付
）

（（
―

（（

生
絹
白
平
絹
裂

（（.（
×
（（.（

裂

（
江
戸
後
期
）

（
枚

（
（（
―

（（
よ
り
糸
は
細
い
。）

（（
―

（（
止

生
絹
白
平
絹
裂

（（.（
×
（（.0

裂

（
江
戸
後
期
）

（
枚

（
（（
―

（（
よ
り
糸
は
細
い
。）

（（
―

（

（
包
紙
）

（0.（
×
（（.（

包
紙

（
江
戸
後
期
）

（
紙

裏
側
に
墨
書
「
は
ね　

十
本
」

（（
―

（
止

羽

（（.（
×
（.0
程

羽

（
江
戸
後
期
）

（（
本

羽
根
の
軸
の
巻
紙
の
墨
書
内
訳
「（
無
名
：
9
本
・
ち
や
う
し
（
て

う
し
）：
（
本
・
ち
ん
：
（
本
・
こ
あ
わ
せ
：
（
本
・
し
や
う
も

つ
か
う
：
（
本
・
た
く
し
ゃ
：
（
本
・
け
い
し
ん
：
（
本
・
か

い
か
う
：
（
本
・
さ
か
う
：
（
本
・
う
こ
ん
：
（
本
・
か
ん
せ
う
：

（
本
・
く
ん
ろ
く
：
（
本
・
ひ
ゃ
く
た
ん
（
白
た
ん
）：
（
本
・

く
わ
か
う
：
（
本
）」

（（
―

（

目
録

（（.（
×
（（.（

包
紙

（
江
戸
後
期
）

（
枚

目
録

（（
―

（
止

（
へ
ら
ほ
か
（（
品
目
目
録
）

（（.（
×
（（.（

折
紙

（
江
戸
後
期
）

（
枚

「
へ
ら
三
本
／
笏
弐
本
／
さ
し
壱
本
…
」

（（

（
不
詳
香
料
粉
末
）

（（.（
×
9.（

包
紙

（
江
戸
後
期
）

（
包

（
茶
色
の
粉
末
・
詳
細
不
詳
・
麝
香
カ
）

（（
―

（

（
包
紙
）

（（.（
×
（.（

包
紙

（
江
戸
後
期
）

（
枚

上
書
き
墨
書
「
御
た
き
物
御
聞
書
」

（（
―

（

後
水
尾
院
御
方
雅
楽
頭
行
直
以
自
筆

本
書
写
之

（（.（
×
（0.9

切
紙

（
江
戸
後
期
）

（
枚

「
後
水
尾
院
御
方
雅
楽
頭
行
直
以
自
筆
本
書
写
之
」

（（
―

（

（
茶
・
伽
羅
・
龍
脳
調
香
覚
）

（（.（
×
（0.9

切
紙

（
江
戸
後
期
）

（
枚

「
茶
／
麝
香
一
両　

沈
香
一
両
…
」
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（（
―

（

（
罫
紙
）

（（.（
×
9.0

切
紙

（
江
戸
後
期
）

（
枚

（
罫
紙
・
墨
付
き
な
し
）

（（
―

（
止

（
調
香
明
細
）

（（.（
×
（（.（

切
紙

（
江
戸
後
期
）

（
枚

「
か
ん
せ
う
四
両
／
ち
ゃ
う
し
二
両
一
分
…
」

（（
―

（
止

（
麝
香
箸
・
包
紙
）

（（.（
×
（.（

包
紙

（
江
戸
後
期
）

（
枚

上
書
き
墨
書
「
じ
や
か
う
は
し
十
二
つ
が
ひ　
（
内
側
に
「
入
用

の
事
ニ
て
い
た
し
を
く
也
」
と
墨
書
）」

（（
―

（
止

麝
香
箸

最
長
（（.（　

最
短
（（.（

竹
箸

（
江
戸
後
期
）

（0
本

（
長
短
合
わ
せ
て
（0
本
）

（9
―

（

（
麝
香
す
り
・
包
紙
）

（.（
×
（0.0

包
紙

（
江
戸
後
期
）

（
枚

上
書
き
墨
書
「
麝
香
す
り
」

（9
―

（
止

麝
香
す
り

（.（
×
（.（
×
（（.（

す
り
棒

（
江
戸
後
期
）

（
本

六
角
水
晶
・
桜
柄
付
。
柄
の
石
突
に
「
麝
」
と
墨
書
あ
り
。

（0
―

（

（
塩
の
匙
・
包
紙
）

（（.（
×
（.0

包
紙

（
江
戸
後
期
）

１
枚

上
書
き
墨
書
「
塩
の
さ
じ
」

（0
―

（
止

塩
の
さ
じ

匙
：
（9.0
×
（.（
・
箆
：

（（.（
×
（.（

匙
・
箆

（
江
戸
後
期
）

各
１
本

匙
状
：
（
本
・
箆
状
：
（
本

（（
―

（

（
包
紙
）

（（.（
×
（（.0

包
紙

（
江
戸
後
期
）

１
枚

上
書
き
墨
書
「
御
書
つ
け
の
と
を
り
ふ
る
ひ
は
こ
の
外　

ふ
る

ひ
の
き
れ
」

（（
―

（

白
麻
平
織
裂

（（.0
×
（（.（

裂

（
江
戸
後
期
）

１
枚

（
両
織
耳
有
。
（
～
（
止
を
す
べ
て
包
む
）
上
書
き
墨
書
「
ち
ん

の
こ
ふ
る
い
」　

（（
―

（

白
正
絹
平
織
裂

（（.0
×
（（.（

裂

（
江
戸
後
期
）

１
枚

（
織
耳
有
）

（（
―

（

白
正
絹
平
織
裂

（9.（
×
（（.0

裂

（
江
戸
後
期
）

１
枚

（
織
耳
有
。
（（
―

（
よ
り
糸
細
く
光
沢
あ
り
）　

上
書
き
墨
書
「
く

わ
か
う
」

（（
―

（

白
正
絹
平
織
裂

（（.0
×
（（.0

裂

（
江
戸
後
期
）

１
枚

（
織
耳
有
。
（（
―

（
の
連
れ
カ
）
上
書
き
墨
書
「
た
く
し
ゃ
」

（（
―

（

白
正
絹
平
織
裂

（0.0
×
（（.（

裂

（
江
戸
後
期
）

１
枚

（
織
耳
有
。）　

上
書
き
墨
書
「
け
い
し
ん
」

（（
―

（
止

白
正
絹
平
織
裂

（（.（
×
（（.（

裂

（
江
戸
後
期
）

１
枚

（
織
耳
有
。
（（
―

（
の
連
れ
カ
）
上
書
き
墨
書
「
こ
し
や
う
も
つ

か
う
」

（（
―

（

（
包
紙
）

（（.（
×
（0.（

包
紙

（
江
戸
後
期
）

１
枚

上
書
き
墨
書
「
御
に
ほ
ひ
袋
の
は
ね　

六
ほ
ん
」

（（
―

（
止

羽

（（.（
×
（.0
程

羽

（
江
戸
後
期
）

６
本

（
無
名
：
２
本
。
か
い
か
う
：
１
本
。
か
ん
せ
う
：
１
本
。
さ
か
う
：

２
本
）

（（
―

（

（
包
紙
）

（（.（
×
（.（
×
（.0

包
紙

（
江
戸
後
期
）

１
紙

上
書
き
墨
書
「
あ
ん
へ
ら
六
本　

同　

か
く
あ
ん
へ
ら
二
本　

じ
や
か
う
を
し
二
本　

同
さ
ぢ
一
本
。
裏
側
に
「
あ
ん
へ
ら　

四
本　

す
み
の
」（
い
ず
れ
も
見
消
）
と
あ
り
。
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（（
―

（
止

あ
ん
へ
ら

皮
付
節
有
：
（9.0
×
（.（

×
（.0
・
皮
無
直
刃
：

（（.（
×
（.（
×
0.（
・
皮
無

丸
刃
：
（（.（
×
（.0
×

0.（
・
皮
無
先
刃
：
（（.0

×
（.（
×
0.（
・
短
箆
：

（（.（
×
（.（
×
0.（

竹
箆

（
江
戸
後
期
）

６
本

皮
付
節
有
：
１
本
・
皮
無
直
刃
：
１
本
・
皮
無
丸
刃
：
１
本
・

皮
無
先
刃
：
１
本
・
短
箆
：
２
本

（（
―

（

（
包
紙
）

（（.（
×
（（.（

包
紙

（
江
戸
後
期
）

（
枚

上
書
き
墨
書
「
御
た
き
物
の
御
本　

御
か
き
付
色
　々

御
は
し

も
入
候
」

（（
―

（
―

（
（
包
紙
）

（（.（
×
（.（
×
0.（

包
紙

（
江
戸
後
期
）

（
枚

上
書
き
墨
書
「
一　

し
ほ
さ
し
わ
け
の
は
し
二
本
」

（（
―

（
―

（

止

し
ほ
さ
し
わ
け
の
は
し

（（.（
×
0.（

竹
箸

（
江
戸
後
期
）

（
本

皮
を
す
べ
て
削
ぎ
、
先
端
か
ら
（.（
㎝
ま
で
は
直
径
が
（
㎜
づ
つ

細
く
削
出
す
。

（（
―

（

（
炭
方
禁
中
ヨ
リ
慶
長
元
十
二
二
傳

候
・
・
・
）

（（.（
×

（0（.0

続
紙

（
江
戸
中
期
）

８
紙
接
合

【
資
料
（
】
と
し
て
翻
刻
掲
載
。
後
西
天
皇
宸
翰
カ
。

（（
―

（

幸
仁
親
王
筆
（
薫
物
の
ほ
う
さ
ま
〱

な
れ
と
も
つ
ね
に
あ
は
す
る
は
六
く

さ
な
り
）

（（.（
×
（0.（

竪
半

元
禄
（
年
（
月

（
日

（
冊
（
（（
丁
）
【
資
料
（
】
と
し
て
翻
刻
掲
載
。
朱
筆
書
入
あ
り
。

（（
―

（

幸
い
仁
親
王
筆
（
四
辻
家
相
伝
薫
物

伝
書
）

（（.0
×
（（.（

横
半

元
禄
（
年
（
月

（0
日

（
冊
（
（（
丁
）
【
資
料
（
】
と
し
て
翻
刻
掲
載
。
朱
筆
書
入
あ
り
。

（（
―

（

薫
物
故
書

（（.9
×
（0.（

竪
半

（
江
戸
後
期
）

１
冊
（
（（
丁
）

奥
書
に
「
去
年
當
家
薫
可
有
御
口
傳
之
由
従
禁
裏
被
仰
下
宸
翰

之
奉
書
二
通
有
之
仍
後
白
川
殿
別
口
傳
之
様
悉
申
入
畢
今
度
又

重
本
方
御
所
望
之
間
可
令
進
上
之
由
申
入
處
再
往
御
辞
退
可
寫

進
之
由
被
仰
之
間
書
進
之
由
依
仰
如
此
書
之
草
子
寸
法
大
略
同

本
方　
　

上
奥
書　

此
方
者
當
家
代
々
令
相
傳
之
秘
本
也
殊
白

川
右
府
好
此
事
妙
有
故
實
傳
薫
傳
云
々
其
子
細
後
押
小
路
内
府

今
後
三
條
相
國
之
由
見
奥
書
畢
」
と
あ
り
。

（（
―

（

薫
物
方
（
當
家
薫
物
香
具
拵
様
之
口

傳
）

（（.（
×
（9.（

横
半

（
江
戸
中
後
期
）
（
冊
（
（9
丁
）
表
紙
は
柿
渋
刷
毛
目
で
墨
書
打
付
書
で
「
薫
物
方
」
と
あ
り
。

一
部
朱
筆
あ
り
。

（（
―

（

御
薫
物
方

（（.（
×
（0.（

横
半
々

（
江
戸
後
期
）

（
冊
（
（（
丁
）
【
資
料
９
】
と
し
て
翻
刻
掲
載
。
朱
筆
書
入
あ
り
。
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（（
―

9

焼
物
方

（（.（
×
（（.（

竪

（
江
戸
中
期
）

（
冊
（
（（
丁
）

表
紙
に
「
焼
物
方
」
と
打
付
墨
書
。
（（
丁
に
「
右
此
方
小
倉
實

起
卿
本
ニ
而
令
書
写　

寛
文
二
寅
八
月
廿
五
日
写
終　

宣
清
」

と
あ
り
。
ま
た
、
（（
丁
の
奥
書
に
「
右
大
秘
書
他
見
無
之
者
也

ト
云
々
、
延
宝
九
辛
酉
八
月
日
書
之
」
と
あ
り
。

（（
―

（0
止

薫
物
方
幷
薫
衣
香
方

（（.（
×
（9.（

竪

寛
文
9
年
（（
月

（
日

（
冊
（
（（
丁
）

（（
―

（
と
同
内
容
。
巻
末
に
「
朱
文
方
印
：
菊
亭
蔵
書
」「
白
文

方
印
：
公
規
」
の
捺
印
あ
り
。
元
禄
（
年
幸
仁
親
王
書
写
に
よ

る
（（
―

（
の
祖
本
か
。
朱
書
あ
り
。

（（
―

（

（
包
紙
）

（0.0
×
（（.0

包
紙

（
江
戸
後
期
）

（
枚

包
紙
上
書
き
墨
書
「
御
か
さ
ね
遊
し
候
節
の
御
し
や
く
壱
本
」

（（
―

（
止

笏

（（.9
×
（.（
最
大
×
0.（

竹
笏

（
江
戸
後
期
）

（
本

肉
厚
節
無
し
の
黒
竹
を
総
皮
削
で
蛤
歯
に
削
出
す
。

（（
―

（

（
包
紙
）

（（.（
×
（（.（　

包
紙

（
江
戸
後
期
）

（
枚

包
紙
上
書
き
墨
書
「
御
塩
の
あ
ん
へ
ら
一
本
」

（（
―

（
止

御
塩
の
あ
ん
へ
ら

（（.0
×
（.（
×
0.（

箆

（
江
戸
後
期
）

（
本

竹
製
元
節
で
、
片
面
に
皮
を
残
し
切
先
状
に
先
端
を
削
出
す
。

（（
―

（

（
包
紙
）

（（.0
×
（0.0

包
紙

（
江
戸
後
期
）

（
枚

包
紙
上
書
き
墨
書
「
ち
や
う
し
へ
ら　

十
本
」

（（
―

（
止

丁
子
箆

竹
皮
節
付
箆
：
（9.（
×

（.（
×
（.0
・
桜
製
笏
：

（（.9
×
（.（
×
0.（
・
竹
製

箆
：
（（.（
×
（.（
×
0.（

竹
箆
・
桜
笏
（
江
戸
後
期
）

各
（
本

短
い
竹
箆
は
皮
を
す
べ
て
削
ぎ
、
長
い
方
は
皮
を
残
す
。
笏
は

蛤
歯
で
板
目
材
。

（（
―

（

茱
萸
袋
之
図

（（.0
×
（9.0

包
紙

（
江
戸
後
期
）

（
枚

茱
萸
袋
之
図

（（
―

（

滋
野
井
前
大
納
言
公
麗
卿
勘
（
茱
萸

袋
之
図
）

（（.（
×
（0.0

竪
紙

（
江
戸
後
期
）

（
枚

（
着
彩
茱
萸
袋
の
図
）「
典
薬
寮
式　

凡
九
月
九
日
呉
茱
萸
廿
把

附
薬
司
・
・
・
」

（（
―

（

野
宮
前
大
納
言
定
之
卿
勘
（
茱
萸
袋

之
図
）

（（.（
×
（9.（

竪
紙

（
江
戸
後
期
）

（
枚

（
着
彩
茱
萸
袋
の
図
）「
典
薬
寮
云　

九
月
九
日
呉
茱
萸
二
十
把

付
薬
司
・
・
・
」

（（
―

（
止

茱
萸
袋
之
図

（（.（
×
（（.（

切
紙

（
江
戸
後
期
）

（
枚

（
着
彩
茱
萸
袋
之
図
）

（9
―

（

（
包
紙
）

（（.（
×
（（.0

包
紙

（
江
戸
後
期
）

（
枚

上
書
き
墨
書
「
麝
香
の
は
し
」

（9
―

（
止

麝
香
の
は
し

箸
：
最
長
（（.（
・
最
短

（（.（

竹
箸

（
江
戸
後
期
）

（
本

皮
節
付
：
（
本
・
削
り
出
し
：
（
本

（0
―

（

包
紙
（
無
地
）

（（.（
×
（9.（
×
（.（

包
紙

（
江
戸
後
期
）

１
枚

２
～
（（
止
ま
で
一
括

（0
―

（

こ
ゝ
の
重
（
包
紙
）

（（.（
×
（（.（

包
紙

（
江
戸
後
期
）

１
枚

上
書
き
墨
書
「
こ
ゝ
の
重
」（
中
身
無
し
）
檀
紙

（0
―

（

う
て
な
（
包
紙
）

（（.（
×
（（.（

包
紙

（
江
戸
後
期
）

１
枚

上
書
き
墨
書
「
う
て
な
」（
中
身
無
し
）
檀
紙



115 有栖川宮家伝来薫物具

（0
―

（

か
ん
せ
う
（
包
紙
）

（（.9
×
（（.（

包
紙

（
江
戸
後
期
）

１
枚

上
書
き
墨
書
「
う
て
な
」（
中
身
無
し
）
斐
紙

（0
―

（

さ
か
う
（
包
紙
）

（（.（
×
（（.（

包
紙

（
江
戸
後
期
）

１
枚

上
書
き
墨
書
「
さ
か
う
」（
中
身
無
し
）
斐
紙

（0
―

（

八
重
ひ
と
へ
（
包
紙
）

（（.（
×
（（.0

包
紙

（
江
戸
後
期
）

１
枚

上
書
き
墨
書
「
八
重
ひ
と
へ
」（
中
身
無
し
）
檀
紙

（0
―

（

黄　

菊
花
（
包
紙
）

（（.（
×
（（.（

包
紙

（
江
戸
後
期
）

１
枚

上
書
き
墨
書
「
黄　

菊
花
」（
中
身
無
し
）
打
曇
紙

（0
―

（

ち
ん
（
包
紙
）

（（.9
×
（（.（

包
紙

（
江
戸
後
期
）

１
枚

上
書
き
墨
書
「
ち
ん
」（
中
身
無
し
）　

鳥
の
子

（0
―

9

仙
人
（
包
紙
）

（0.（
×
（（.（

包
紙

（
江
戸
後
期
）

１
枚

上
書
き
墨
書
「
仙
人
」（
中
身
無
し
）
鳥
の
子

（0
―

（0

ね
み
た
れ
髪
（
包
紙
）

（（.9
×
（（.（

包
紙

（
江
戸
後
期
）

１
枚

上
書
き
墨
書
「
ね
み
た
れ
髪
」（
中
身
無
し
）
檀
紙

（0
―

（（

こ
あ
は
せ
（
包
紙
）

（（.（
×
（（.（

包
紙

（
江
戸
後
期
）

１
枚

上
書
き
墨
書
「
こ
あ
は
せ
」（
中
身
無
し
）
鳥
の
子

（0
―

（（

か
い
か
う
（
包
紙
）

（（.0
×
（（.（

包
紙

（
江
戸
後
期
）

１
枚

上
書
き
墨
書
「
か
い
か
う
」（
中
身
無
し
）
鳥
の
子

（0
―

（（

子
日
（
包
紙
）

（（.（
×
（（.（

包
紙

（
江
戸
後
期
）

１
枚

上
書
き
墨
書
「
子
日
」（
中
身
無
し
）
打
曇
紙

（0
―

（（

小
夜
ま
く
り
（
包
紙
）

（（.（
×
（（.0

包
紙

（
江
戸
後
期
）

１
枚

上
書
き
墨
書
「
小
夜
ま
く
り
」（
中
身
無
し
）
檀
紙

（0
―

（（

千
年
菊
（
包
紙
）

（（.9
×
（（.（

包
紙

（
江
戸
後
期
）

１
枚

上
書
き
墨
書
「
千
年
菊
」（
中
身
無
し
）
鳥
の
子　

虫
損
あ
り
。

（0
―

（（

仙
人
（
包
紙
）

（（.（
×
（（.（

包
紙

（
江
戸
後
期
）

１
枚

上
書
き
墨
書
「
仙
人
」（
中
身
無
し
）
打
曇
紙

（0
―

（（

く
ん
ろ
く
（
包
紙
）

（（.（
×
（（.（

包
紙

（
江
戸
後
期
）

１
枚

上
書
き
墨
書
「
く
ん
ろ
く
」（
中
身
無
し
）
鳥
の
子

（0
―

（（

ち
や
う
し
（
包
紙
）

（（.（
×
（（.（

包
紙

（
江
戸
後
期
）

１
枚

上
書
き
墨
書
「
ち
や
う
し
」（
中
に
若
干
の
粉
末
残
存
）
鳥
の
子

（0
―

（9

白
た
ん
（
包
紙
）

（（.（
×
（（.（

包
紙

（
江
戸
後
期
）

１
枚

上
書
き
墨
書
「
白
た
ん
」（
中
身
無
し
）
鳥
の
子

（0
―

（0

ち
ん
（
包
紙
）

（（.0
×
（（.（

包
紙

（
江
戸
後
期
）

１
枚

上
書
き
墨
書
「
ち
ん
」（
中
身
無
し
）　

鳥
の
子

（0
―

（（

う
こ
ん
（
包
紙
）

（（.9
×
（（.（

包
紙

（
江
戸
後
期
）

１
枚

上
書
き
墨
書
「
う
こ
ん
」（
中
身
無
し
）
鳥
の
子

（0
―

（（
止

玉
椿
（
包
紙
）

（（.（
×
（（.（

包
紙

（
江
戸
後
期
）

１
枚

上
書
き
墨
書
「
玉
椿
」（
中
身
無
し
）
鳥
の
子　

虫
損
あ
り
。

（（
―

（

（
包
紙
）

包
紙
（.（
×
（（.0
×
（.0

包
紙

（
江
戸
後
期
）

１
枚

上
書
き
墨
書
「
ま
ゆ
つ
く
り
」

（（
―

（
止

（（
―

（
止

眉
作
り
刷
毛

刷
毛
：
（（.（
×
径
：
（.（
。

太
刷
毛
太
（.0
長
（.0　

細
刷
毛
太
さ
0.（
長
（.（

刷
毛

（
江
戸
後
期
）

１
本

白
竹
軸
両
頭
刷
毛
。
太
細
の
差
あ
り
・
（

（（
―

（

（
包
紙
）

（（.（
×
9.0

包
紙

（
江
戸
後
期
）

１
枚

上
書
き
墨
書
「
か
ね
の
御
き
ね
ニ
て
つ
よ
き
や
う
な
る
時　

此

木
の
き
ね
ニ
て
つ
き
申
候
也
」

（（
―

（
止

紅
染
絽
裂

（0.0
×
（（.0

裂

（
江
戸
後
期
）

１
枚

両
耳
付
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（（
―

（

（
包
紙
）

包
：
（（.0
×
（.（

包
紙

（
江
戸
後
期
）

１
枚

竹
皮
付
き
一
部
皮
削
ぎ
の
箆
。
上
書
き
墨
書
「
塩
の
さ
じ
」

（（
―

（
止

塩
の
さ
じ

箆
：
（0.（
×
（.（

竹
箆

（
江
戸
後
期
）

１
本

竹
皮
付
き
一
部
皮
削
ぎ
の
箆
。
上
書
き
墨
書
「
塩
の
さ
じ
」

（（
―

（

（
包
紙
）

包
：
（9.0
×
（.0

包
紙

（
江
戸
後
期
）

１
枚

上
書
き
墨
書
「
り
う
の
う
へ
ら　

三
本
」

（（
―

（
止

龍
脳
箆

長
箆
：
（（.（
×
（.（　

短
い
箆
：
（（.0
×
（.（

竹
箆

（
江
戸
後
期
）

２
本

竹
皮
削
ぎ
箆
２
種
。

（（
―

（

（
包
紙
）

包
：
（（.（
×
（.（
。

包
紙

（
江
戸
後
期
）

１
枚

上
書
き
墨
書
「
龍
脳
を
し　

へ
ら　

は
し
」

（（
―

（
止

龍
脳
押
箆
・
箸

長
い
箆
：
（（.（
×
（.（　

短
箆
：
（（.（
×
（.（　

箸

（0.0
×
0.（

包
紙
・
箆

（
江
戸
後
期
）

（
本
・
（
膳

箆
２
種
。
箸
１
膳
。

（（
―

（

（
包
紙
）

（（.0
×
（（.0

包
紙

（
江
戸
後
期
）

（
枚

―

（（
―

（
止

（
鉢
）

口
径
：
9.（　

底
径
：

（.0　

高
さ
：
（.（

鉢

（
江
戸
後
期
）

１
口

口
縁
と
内
側
少
々
、
側
面
の
土
見
ギ
リ
ギ
リ
ま
で
鉄
釉
を
か
け

る
。
削
り
出
し
底
。

（（
―

（

（
包
紙
）

（（.0
×
（（.0

包
紙
・
木
綿
（
江
戸
後
期
）

各
（
枚

―

（（
―

（
止

（
麝
香
用
鉢
）

口
径
：
（0.（　

底
径
：

（.（　

高
さ
：
（.0

鉢

（
江
戸
後
期
）

（
口

口
縁
に
か
け
。
口
縁
か
ら
外
側
、
土
見
せ
ギ
リ
ギ
リ
ま
で
鉄
釉

を
か
け
る
。削
り
出
し
底
。底
径
の
部
分
の
釉
溜
を
削
り
落
と
し
。

底
面
に
「
麝
」
と
墨
書
。

（（
―

（

（
包
紙
）

（（.0
×
（（.0

包
紙

（
江
戸
後
期
）

（
枚

―

（（
―

（
止

（
丁
子
用
鉢
）

口
径
：
9.（　

底
径
：

（.（　

高
さ
：
（.（

鉢

（
江
戸
後
期
）

（
口

口
縁
と
内
側
少
々
、側
面
に
少
々
鉄
釉
を
か
け
る
。
削
り
出
し
底
。

底
面
に
「
丁
」
と
墨
書
。

（9
―

（

（
包
紙
）

（（.0
×
（（.0

包
紙
・
木
綿
（
江
戸
後
期
）

（
枚

―

（9
―

（（
止

（
麝
香
用
鉢
）

口
径
：
（（.（　

底
径
：

（.9　

高
さ
：
（.9

鉢

（
江
戸
後
期
）

（
口

口
縁
に
か
け
。
口
縁
か
ら
外
側
、
土
見
せ
ギ
リ
ギ
リ
ま
で
鉄
釉

を
か
け
る
。
碁
笥
底
。
底
径
の
部
分
の
釉
溜
を
削
り
落
と
し
。

底
面
に
「
麝
」
と
墨
書
。
削
り
出
し
底
。

（0
止
―

（

（
包
紙
）

（（.0
×
（（.0

包
紙
・
木
綿
（
江
戸
後
期
）

各
（
枚

―

（0
止
―

（

止

（
龍
脳
用
鉢
）

口
径
：
（0.0
．
底
径
：

（.0　

高
さ
：
（.（

鉢

（
江
戸
後
期
）

（
口

口
縁
に
か
け
。
口
縁
か
ら
外
側
、
土
見
せ
ギ
リ
ギ
リ
ま
で
鉄
釉

を
か
け
る
。
削
り
出
し
底
。
包
紙
に
「
り
う
の
ふ
」
と
あ
り
。
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『
古
事
記
』
注
釈

�

「
古
事
記
学
」
研
究
会　

編

　

凡
例

一
、
本
注
釈
は
、
校
訂
本
文
・
訓
読
文
・
注
釈
・
補
注
解
説
よ
り
な
る
。

一
、
校
訂
本
文
は
、
真
福
寺
本
を
底
本
と
し
、
諸
本
と
の
校
合
を
行
っ
た
。
諸
本
と
の
異
同
が
あ
る
場
合
で
も
、
底
本
の
ま
ま
で
理
解
出

来
る
場
合
に
は
、
底
本
を
尊
重
し
、
特
に
諸
本
の
異
同
は
記
さ
な
い
。
但
し
、
解
釈
の
相
違
等
に
関
わ
る
場
合
に
は
、
※
を
付
し
て
諸

本
の
異
同
を
記
し
た
。

一
、
訓
読
文
は
、
諸
注
釈
の
訓
読
を
参
考
と
し
つ
つ
、
校
訂
本
文
に
従
っ
て
作
成
し
た
。
訓
読
の
相
違
に
よ
っ
て
解
釈
が
大
き
く
分
か
れ

る
よ
う
な
場
合
に
は
、
語
釈
に
お
い
て
説
明
を
行
っ
た
。

一
、
現
代
語
訳
は
、
訓
読
文
を
も
と
に
し
て
作
成
し
た
。
解
釈
が
定
ま
っ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
訳
さ
ず
に
本
文
の
言
葉
を
そ
の

ま
ま
用
い
た
場
合
と
、
本
注
釈
が
考
察
し
た
意
味
を
当
て
は
め
て
訳
し
た
場
合
と
が
あ
る
。

一
、
語
釈
に
つ
い
て
は
、
逐
一
語
句
の
説
明
を
細
か
く
行
う
と
い
う
こ
と
は
し
て
い
な
い
。
訓
読
や
解
釈
に
ゆ
れ
が
あ
り
、
定
説
が
な
い

も
の
に
つ
い
て
は
、
簡
略
に
で
は
あ
る
が
出
来
る
だ
け
諸
説
を
あ
げ
る
よ
う
に
努
め
た
。
ま
た
、
注
釈
の
中
で
引
用
す
る
テ
キ
ス
ト
に

つ
い
て
は
基
本
的
に
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
を
用
い
、
そ
れ
以
外
の
テ
キ
ス
ト
を
用
い
る
場
合
は
出
来
る
限
り
そ
の
都
度

出
典
を
明
示
す
る
こ
と
と
す
る
。

一
、
補
注
解
説
で
は
、
比
較
神
話
学
・
考
古
学
・
歴
史
学
・
神
道
学
・
国
学
等
様
々
な
専
門
分
野
の
立
場
か
ら
解
説
を
加
え
る
こ
と
を
企
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図
し
て
い
る
。
加
え
て
、
注
釈
の
項
に
記
し
た
以
上
に
文
脈
理
解
や
研
究
史
の
把
握
等
に
お
い
て
分
量
を
必
要
と
す
る
も
の
に
つ
い
て

も
、
補
注
解
説
に
加
え
た
。

一
、
参
照
し
た
諸
本
・
テ
キ
ス
ト
・
注
釈
書
類
の
情
報
に
つ
い
て
は
、『
古
事
記
學
』
１
号
～
７
号
に
掲
載
の
「
古
事
記
注
釈
」
の
凡
例

を
参
照
願
い
た
い
。

※
注
釈
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
大
学
院
の
演
習
授
業
（
指
導
教
員
、
谷
口
雅
博
）
に
お
け
る
調
査
・
発
表
・
議
論
の
内
容
を
参
照
し
て
い

る
。
令
和
三
年
度
の
授
業
参
加
者
は
以
下
の
通
り
。
梅
山
奈
都
海
・
菅
健
一
郎
・
村
井
優
里
（
博
士
前
期
課
程
）、
小
野
寺
紗
英
・
鈴

木
貴
大
・
藤
嶋
健
太
（
博
士
後
期
課
程
）、
鶉
橋
辰
成
（
本
学
兼
任
講
師
、
Ｐ
Ｄ
研
究
員
等
）、
小
野
諒
巳
（
本
学
兼
任
講
師
、
客
員
研

究
員
等
）、
葛
西
太
一
（
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
Ｐ
Ｄ
）。

※
今
回
、
校
訂
本
文
・
校
異
・
訓
読
文
の
作
成
は
小
野
諒
巳
が
、
語
釈
は
谷
口
雅
博
が
担
当
し
た
。
補
注
解
説
に
つ
い
て
は
、
各
項
目
末

に
執
筆
担
当
者
名
を
記
し
た
。

※
本
注
釈
は
研
究
開
発
推
進
機
構
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
の
「
神
道
と
日
本
文
化
の
創
造
的
「
古
典
学
」
―
令
和
の
新
し
き
国
学
研
究

―
基
盤
整
備
事
業
」
の
成
果
で
あ
る
。

�

以
上
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『
古
事
記
』
注
釈

　
（
三
十
四
）　

少
名
毗
古
那
神
と
の
国
作
り

【
校
訂
本
文
】
底
本
＝
真
福
寺
本
（
413
行
～
426
行
）

故
大
國
主
神
坐
出
雲
之
御
大
之
御
前
時
自
波
穂
乗
天
之
羅
摩
舩
而
内
剥�

鵝※�

皮
剥
為
衣
服
有
歸
来
神
尒
雖
問
其
名
不
答
且
雖
問
所
従
之
諸

神
皆�

白①�

不
知
尒
多
迩�

具②�
久③�
白
言�

自
多
下
四

字
以
音�

此
者
久
延
毗
古
必
知
之
即
召
久
延
毗
古
問
時
答
白
此
者
神
産
巣
日
神
之
御
子
少
名
毗
古
那
神�

自
毗
下
三

字
以
音�

故
尒
白
上
於
神
産
巣
日
御
祖
命
者
答
告
此
者
實
我
子
也
於
子
之
中
自
我
手
俣
久
岐
斯
子
也�

自
久
下
三

字
以
音�

故�

與④�

汝
葦
原
色
許
男
命
為
兄
弟

而
作
堅
其
國
故
自
尒
大
穴
牟
遅
与
少�
名⑤�
毗
古
那
二
柱
神
相
並
作
堅
此
國
然
後
者
其
少
名
毗
古
那
神
者
度
于
常
世
國
也
故
顕
白
其
少
名
毗

古
那
神
所
謂
久
延
毗
古
者
於
今
者
山
田
之
曽
冨
騰
者
也
此
神
者
足
雖
不
行
盡
知
天
下
之
事
神
也
於
是
大
國
主
神
愁
而
告
吾�

獨⑥�

何
能
得
作

此
國
孰
神�

與⑦�

吾
能
相
作
此
國
耶
是
時
有�

光⑧�
海
依
来
之
神
其
神�

言⑨�

能
治
我
前
者
吾
能
共�

與⑩�

相
作
成
若
不
然
者
國�

難⑪�

成
尒
大
國
主
神

曰
然
者
治
奉
之
状
奈
何
答
言
吾
者
伊
都
岐
奉
于
倭
之
青
垣
東
山
上
此
者
坐
御
諸
山
上
神
也

【
校
異
】

①
底
本
「
自
」。
兼
永
本
以
下
卜
部
系
諸
本
に
従
っ
て
、「
白
」
に
改
め
る
。

②
底
本
「
且
」。�

諸
本
皆
「
且
」
で
、
卜
部
系
諸
本
は
「
カ
」
と
訓
む
。
寛
永
版
本
は
「
旦
」
の
字
に
見
え
る
が
、
訓
は
や
は
り
「
カ
」

と
す
る
。
鼇
頭
古
事
記
（
度
会
延
佳
）
の
訓
は
「
ソ
」。
古
事
記
伝
は
こ
の
字
を
假
名
に
用
い
た
例
が
な
い
こ
と
、
万
葉

集
に
「
多
爾
具
久
」
と
あ
る
例
を
挙
げ
て
、字
は
「
且
」
の
ま
ま
で
「
グ
」
と
訓
む
。
校
訂
古
事
記
（
田
中
頼
庸
）
は
「
具
」
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に
改
め
る
。
現
代
諸
注
「
具
」
と
す
る
の
に
従
う
。

③
底
本
「
又
」。
諸
本
皆
「
久
」
と
あ
る
の
に
従
う
。

④
底
本
「
興
」。
伊
勢
系
・
卜
部
系
と
も
に
「
與
（
与
）」
と
あ
る
の
に
従
う
。

⑤
底
本
・
道
祥
本
・
春
瑜
本
ナ
シ
。
兼
永
本
以
下
卜
部
系
諸
本
に
従
っ
て
「
名
」
を
補
う
。

⑥
底
本
「

」（「
猶
」
の
異
体
字
）。
伊
勢
系
・
卜
部
系
と
も
に
「
獨
」
と
あ
る
の
に
従
う
。

⑦
底
本
「
興
」。
④
に
同
じ
。

⑧
底
本
「
登
」
右
傍
書
に
「
光
歟
」
と
あ
り
。
諸
本
も
皆
「
光
」
と
あ
る
の
に
よ
り
、
改
め
る
。

⑨
底
本
「
定
」
右
傍
書
に
「
言
歟
」
と
あ
り
。
諸
本
も
皆
「
言
」
と
あ
る
の
に
よ
り
、
改
め
る
。

⑩
底
本
「
興
」。
④
に
同
じ
。

⑪
底
本
・
道
祥
本
・
春
瑜
本
「
雖
」。
兼
永
本
以
下
卜
部
系
諸
本
に
従
っ
て
「
難
」
に
改
め
る
。

※�

「
鵝
」
は
、
真
福
寺
本
以
下
諸
本
皆
「
鵝
」
だ
が
、「
鵝
」
で
は
解
釈
の
上
で
問
題
が
あ
る
と
し
て
、
古
事
記
伝
は
「
蛾
」
の
誤
り
で
は

な
い
か
と
し
、
校
訂
古
事
記
（
田
中
頼
庸
）
は
「
鷦
鷯
」
に
改
め
て
い
る
。
底
本
及
び
諸
本
を
尊
重
し
て
「
鵝
」
の
ま
ま
と
す
る
。
な

お
、【
語
釈
】【
補
注
一
】
参
照
の
こ
と
。

【
訓
読
文
】

　

故か
れ

、
大お

ほ
く
に
ぬ
し
の

国
主
神か

み

、
出い

づ
も雲

の
御み

ほ大
の
御み

さ
き前

に
坐い

ま

し
し
時
に
、
波
の
穂
よ
り
天あ

め
の
か
が
み
の
ふ
ね

之
羅
摩
舩
に
乗
り
て
、
鵝が

の
皮
を
内う

つ
は剥

に
剥
ぎ
て
衣こ

ろ
も服

と

し
て
帰よ

り
来く

る
神か

み

有
り
き
。
尒
し
て
其
の
名
を
問
へ
ど
も
答
へ
ず
。
ま
た
従
へ
る
諸

も
ろ
も
ろ

の
神
に
問
へ
ど
も
皆
「
知
ら
ず
」
と
白ま

を

し
き
。
尒



121 『古事記』注釈

し
て
多た

に迩
具ぐ

久く�

［
多
よ
り
下
四
字
は
音
を
以
ゐ
る
］�

白ま

を言
し
し
く
、「
此こ

は
久く

延え

毗び

古こ

必か
な
ら

ず
知し

り
て
あ
ら
む
」
と
ま
を
し
き
。
即す

な
は

ち
久
延
毗

古
を
召
し
て
問
ひ
し
時
に
、
答
へ
白ま

を

し
し
く
、「
此
は
神か

む

産む

巣す

日ひ
の

神か
み

の
御み

子こ

、
少す

く
な
び
こ
な
の
か
み

名
毗
古
那
神�

［
毗
よ
り
下
三
字
は
音
を
以
ゐ
よ
］�

ぞ
」
と
ま

を
し
き
。
故
、
尒
し
て
神か

む
む
す
ひ
み
お
や
の
み
こ
と

産
巣
日
御
祖
命
に
白ま

を

し
上あ

げ
し
か
ば
、
答
へ
て
告の

ら
し
し
く
、「
此こ

は
実ま

こ
と

に
我あ

が
子こ

ぞ
。
子
の
中
に
我あ

が
手た

な

俣ま
た

よ
り
久く

岐き

斯し�
［
久
よ
り
下
三
字
は
音
を
以
ゐ
る
］�

子
ぞ
。
故
、
汝い

ま
し

葦あ
し

原は
ら

色し

許こ

男を
の

命み
こ
と

と
兄あ

に
お
と弟

と
な
り
て
其
の
国
を
作
り
堅
め
む
」
と
の
ら
し
き
。

故
、
尒そ

れ

よ
り
大お

ほ
あ
な
む
ぢ

穴
牟
遅
と
少
名
毗
古
那
と
二ふ

た
は
し
ら柱

の
神か

み

相あ
ひ
な
ら並

び
て
此
の
国
を
作
り
堅
め
き
。
然し

か

し
て
後の

ち

は
其
の
少
名
毗
古
那
神
は
常と

こ
よ
の世

国く
に

に
度わ

た

り
き
。
故
其
の
少
名
毗
古
那
神
を
顕あ

ら
は

し
白ま

を

し
し
所い

は
ゆ
る謂

久
延
毗
古
は
、
今
に
は
山
田
の
曽そ

ほ

ど
富
騰
と
い
ふ
ぞ
。
此
の
神
は
足
は
行
か
ね

ど
も
、
盡

こ
と
ご
と

く
天あ

め
の
し
た下

の
事
を
知
れ
る
神
な
り
。

　

是こ
こ

に
大
国
主
神
愁う

れ

へ
て
告の

ら
し
し
く
「
吾あ

れ

独ひ
と

り
し
て
何い

か

に
か
能よ

く
此
の
国
を
作
る
こ
と
得
む
。
孰い

づ

れ
の
神
か
吾あ

れ

と
能
く
此
の
国
を
相
作

ら
む
か
」
と
の
ら
し
き
。
是
の
時
に
海
を
光て

ら

し
て
依よ

り
来く

る
神
有
り
き
。
其
の
神
の
言
ひ
し
く
、「
能
く
我あ

が
前ま

へ

を
治を

さ

め
ば
吾あ

れ

能よ

く
共と

與も

に
相
作
り
成
さ
む
。
若も

し
然し

か

あ
ら
ず
は
国
成
り
難
け
む
」
と
い
ひ
き
。
尒
し
て
大
国
主
神
曰
ひ
し
く
「
然
ら
ば
治
め
奉
る
状か

た
ち

は
奈い

か何
に
」

と
い
ひ
き
。
答
へ
て
言
ひ
し
く
、「
吾あ

は
倭や

ま
と

の
青あ

を
か
き垣

の
東

ひ
む
か
し

の
山や

ま

の
上う

へ

に
伊い

つ都
岐き

奉ま
つ

れ
」
と
い
ひ
き
。
此こ

は
御み

も
ろ
の
や
ま

諸
山
の
上う

へ

に
坐い

ま

す
神
ぞ
。

【
現
代
語
訳
】

　

さ
て
、
大
国
主
神
が
出
雲
の
御
大
の
御
前
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
時
に
、
波
頭
か
ら
天
の
が
が
い
も
の
船
に
乗
っ
て
、
鵝
の
皮
を
す
っ
か

り
剝
い
だ
も
の
を
衣
服
と
し
て
着
て
や
っ
て
来
る
神
が
あ
っ
た
。
そ
れ
で
、
そ
の
名
を
尋
ね
る
け
れ
ど
も
答
え
な
い
。
ま
た
（
大
国
主
神

に
）
従
っ
て
い
る
諸
々
の
神
に
尋
ね
た
け
れ
ど
も
、
皆
は
「
知
ら
な
い
」
と
申
し
上
げ
た
。
す
る
と
、
タ
ニ
グ
ク
が
申
し
上
げ
て
言
う
こ

と
に
は
、「
こ
れ
は
ク
エ
ビ
コ
が
必
ず
知
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
」
と
申
し
上
げ
た
。
そ
こ
で
ク
エ
ビ
コ
を
呼
ん
で
尋
ね
た
時
に
答
え
申
し

上
げ
て
言
う
こ
と
に
は
、「
こ
れ
は
、
神
産
巣
日
神
の
御
子
の
少
名
毗
古
那
神
だ
」
と
申
し
上
げ
た
。
そ
れ
で
、（
天
に
居
る
）
神
産
巣
日
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御
祖
命
の
も
と
に
参
上
し
て
申
し
上
げ
た
と
こ
ろ
、
答
え
て
仰
る
こ
と
に
は
、「
こ
れ
は
本
当
に
私
の
子
だ
。
子
の
中
で
、
私
の
手
の
指

の
間
か
ら
漏
れ
落
ち
た
子
だ
よ
。
あ
な
た
、
葦
原
色
許
男
命
と
（
少
名
毗
古
那
神
と
が
）
兄
弟
と
な
っ
て
、
そ
の
国
を
作
り
堅
め
る
こ
と

で
あ
ろ
う
」
と
仰
っ
た
。
そ
れ
で
、
そ
れ
か
ら
大
穴
牟
遅
と
少
名
毗
古
那
と
二
柱
の
神
が
共
に
協
力
し
て
こ
の
国
を
作
り
固
め
た
。
そ
う

し
て
後
に
は
、そ
の
少
名
毗
古
那
神
は
常
世
国
に
渡
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
少
名
毗
古
那
神
の
名
を
顕
し
申
し
上
げ
た
所
謂
ク
エ
ビ
コ
は
、

今
は
山
田
の
ソ
ホ
ド
と
い
っ
て
い
る
も
の
だ
。
こ
の
神
は
、
歩
く
こ
と
は
出
来
な
い
け
れ
ど
も
、
地
上
世
界
の
こ
と
は
す
べ
て
知
っ
て
い

る
神
で
あ
る
ぞ
。

　

そ
こ
で
、
大
国
主
神
が
嘆
き
愁
え
て
仰
る
こ
と
に
は
、「
私
は
独
り
で
ど
う
し
て
こ
の
国
を
作
る
こ
と
が
出
来
よ
う
か
。
ど
の
神
が
私

と
こ
の
国
を
一
緒
に
作
る
こ
と
が
出
来
よ
う
か
」
と
仰
っ
た
。
こ
の
時
に
、
海
を
照
ら
し
て
や
っ
て
来
る
神
が
あ
っ
た
。
そ
の
神
が
言
っ

た
こ
と
に
は
、「
私
を
治
め
る
こ
と
が
出
来
る
な
ら
ば
、
私
は
協
力
し
て
一
緒
に
国
を
作
り
完
成
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。
も
し

そ
う
で
な
け
れ
ば
、
国
作
り
を
完
成
さ
せ
る
の
は
困
難
で
あ
ろ
う
」
と
言
っ
た
。
そ
れ
で
、
大
国
主
神
が
仰
っ
た
こ
と
に
は
、「
そ
う
で

あ
れ
ば
、
治
め
奉
る
有
様
は
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
良
い
の
で
し
ょ
う
か
」
と
仰
っ
た
。（
そ
の
神
が
）
答
え
て
言
っ
た
こ
と
に
は
、「
私
を

倭
の
青
垣
の
東
の
山
の
上
に
祭
り
仕
え
な
さ
い
」
と
言
っ
た
。
こ
の
神
は
御
諸
山
の
上
に
鎮
坐
す
る
神
で
あ
る
ぞ
。
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【
語
釈
】

○
出
雲
の
御
大
の
御
前

　

現
在
の
島
根
県
松
江
市
美
保
関
町
美
保
関
の
地
。『
日
本
書
紀
』

神
代
下
八
段
一
書
六
で
は
少
彦
名
命
が
現
れ
た
の
は
「
出
雲
国
の

五
十
狭
狭
の
小
汀
」
と
す
る
。
な
お
、『
日
本
書
紀
』
と
の
比
較

に
つ
い
て
は
、【
補
注
三
】
を
参
照
の
こ
と
。

○
天
之
羅
摩
船

　
「
羅
摩
」
は
が
が
い
も
。
ガ
ガ
イ
モ
科
の
蔓
性
多
年
草
。
果
実

は
長
さ
10
㎝
余
り
の
楕
円
形
。
そ
こ
か
ら
船
と
関
連
付
け
ら
れ
る

か
。『
日
本
書
紀
』（
同
前
）
に
は
「
白
蘞
の
皮
を
以
ち
て
舟
に
為

り
」
と
あ
る
。「
白
蘞
」
は
、『
出
雲
国
風
土
記
』
秋
鹿
郡
な
ど
に

も
見
え
、『
本
草
和
名
』（
上
巻
・
日
本
古
典
全
集
本
に
よ
る
）『
和

名
抄
』（
元
和
三
年
古
活
字
本
巻
二
十
に
よ
る
）
に
よ
っ
て
ヤ
マ

カ
ガ
ミ
（
ブ
ド
ウ
科
の
蔓
性
多
年
草
）
と
さ
れ
る
の
で
、
記
紀
で

異
な
る
植
物
を
指
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。「
白
蘞
」
の
場
合

は
根
が
紡
錘
形
で
あ
る
こ
と
か
ら
船
と
関
連
付
け
ら
れ
て
い
る
の

か
も
知
れ
な
い
。
但
し
、「
白
蘞
」
は
中
国
原
産
で
、
享
保
年
間

に
渡
来
し
た
と
さ
れ
る
。
新
編
全
集
『
風
土
記
』
秋
鹿
郡
191
頁
頭

注
で
は
、「
風
土
記
当
時
は
他
の
自
生
植
物
を
そ
う
呼
ん
で
い
た

か
」
と
す
る
。

○
鵝
の
皮
を
内
剥
ぎ
に
剥
ぎ
て

　
『
日
本
書
紀
』（
同
前
）
に
は
「
鷦
鷯
の
羽
を
以
ち
て
衣
に
為
り
」

と
あ
り
、「
鷦
鷯
、
此
に
は
娑
娑
岐
と
云
ふ
」
と
す
る
。
校
異
に

記
し
た
よ
う
に
、
こ
の
「
鵝
」
字
に
つ
い
て
は
、
少
名
毗
古
那
神

の
衣
服
と
す
る
に
は
鵝
の
皮
で
は
合
わ
な
い
と
し
て
、「
蛾
」
の

誤
り
と
み
て
ヒ
ム
シ
と
訓
む
説
、蛾
を
飛
ぶ
鳥
と
見
立
て
て
「
鵝
」

の
字
を
宛
て
た
も
の
と
し
て
、「
鵝
」の
ま
ま
ヒ
ム
シ
と
訓
む
説（
現

行
諸
テ
キ
ス
ト
・
注
釈
書
で
は
こ
の
説
が
多
く
採
用
さ
れ
て
い

る
）、『
日
本
書
紀
』
を
参
考
と
し
て
「
鷦
鷯
」
と
す
る
説
な
ど
が

あ
る
。「
蛾
」
を
飛
ぶ
鳥
と
見
る
説
は
仁
徳
記
の
「
三
色
の
奇
虫
」

条
に
成
虫
と
し
て
の
蛾
を
「
飛
ぶ
鳥
」
と
表
現
し
て
い
る
こ
と
に

よ
る
。
ま
た
「
ヒ
ム
シ
」
の
語
は
、
仁
徳
紀
二
十
二
年
正
月
条
の

49
番
歌
に
「
那
菟
務
始
能　

譬
務
始
能
虚
呂
望
」
の
例
が
あ
る
。

本
注
釈
で
は
諸
本
に
従
っ
て
本
文
は
「
鵝
」
の
ま
ま
と
し
た
。
訓

に
つ
い
て
は
、「
鵝
」で
ヒ
ム
シ
と
訓
む
明
確
な
根
拠
が
無
い
の
で
、

取
り
敢
え
ず
「
ガ
」
と
訓
ん
で
お
く
こ
と
と
し
た
。
な
お
「
鵝
」
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の
訓
義
に
つ
い
て
は
、【
補
注
一
】
参
照
。

○
多
迩
具
久

　
『
万
葉
集
』５
・
八
〇
〇
に「
多た

に

ぐ

く

の

尓
具
久
能　

佐さ

わ

た

る

き

は

み

和
多
流
伎
波
美
」、

同
６
・
九
七
一
に
「
山や

ま
び
こ
の

彦
乃　

将こ
た
へ
む
き
は
み

応
極　

谷た
に
ぐ
く
の

潜
乃　

狭さ
わ
た
る
き
は
み

渡
極
」、

祈
年
祭
祝
詞
に
「
谷た

に
ぐ
く
の

蟆
能　

狭さ
わ
た
る
き
は
み

度
極　

盬し
ほ
な
わ
の
と
ど
ま
る
か
ぎ
り

沫
能
留
限
」
と
見

え
る
。
タ
ニ
グ
ク
は
ひ
き
が
え
る
の
こ
と
。「
谷
・
潜
る
」
の
意

か
と
い
う
。
タ
ニ
グ
ク
ノ
サ
ワ
タ
ル
キ
ハ
ミ
は
地
上
の
果
て
、
至

る
と
こ
ろ
ま
で
を
表
す
慣
用
句
的
言
い
回
し
と
な
っ
て
い
る
。

○
久
延
毗
古

　

記
伝
に
「
よ
と
と
も
に
雨
露
に
う
た
れ
、
風
に
吹

キ
破
ら
れ
な

ど
し
て
、
身

ミ
體
の
壞ク

ヅ

れ
傷ソ

コ
ナ

は
れ
た
る
意
に
も
や
あ
ら
む
、

久ク

ヅ

レ
豆
禮
を
久ク

エ延
と
云
は
古
言
な
り
」
と
し
、『
万
葉
集
』
の

「
伊イ

ハ

ク

エ

ノ

波
久
叡
乃
」（
14
・
三
三
六
五
）
の
例
を
挙
げ
て
い
る
。

○
神
産
巣
日
神
・
神
産
巣
日
御
祖
命

　

神
産
巣
日
神
は
①
上
巻
冒
頭
で
高
天
原
に
三
番
目
に
成
る
神
・

別
天
神
五
柱
の
中
の
一
神
、
②
須
佐
之
男
命
に
よ
る
オ
オ
ゲ
ツ
ヒ

メ
殺
害
の
場
面
、
③
大
穴
牟
遅
神
が
八
十
神
に
殺
さ
れ
た
場
面
、

④
⑤
当
該
、
⑥
大
国
主
神
の
国
譲
り
に
お
け
る
火
欑
詞
に
そ
の
名

が
見
え
る
。
こ
の
う
ち
、①
④
は
「
神
産
巣
日
神
」、②
⑤
⑥
は
「
神

産
巣
日
御
祖
命
」、
③
は
「
神
産
巣
日
之
命
」
と
あ
っ
て
、
表
記

が
異
な
っ
て
い
る
。
②
⑤
⑥
に
「
御
祖
命
」
と
あ
る
の
は
、
出
雲

の
神
（
須
佐
之
男
命
・
大
国
主
神
）
に
と
っ
て
の
親
神
的
存
在
と

し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
故
か
。
当
該
④
⑤
の
場
面
で
、④「
神

産
巣
日
神
」、
⑤
「
神
産
巣
日
御
祖
命
」
と
い
う
よ
う
に
使
い
分

け
ら
れ
て
い
る
の
は
、
④
の
場
合
が
タ
ニ
グ
ク
の
台
詞
に
よ
る
こ

と
に
関
連
す
る
か
。
③
に
つ
い
て
は
、「
之
」
の
字
が
あ
る
こ
と

か
ら
、「
命
」
を
「
言
葉
」
の
意
に
と
っ
て
、「
神
産
巣
日
の
言
葉

を
請
う
て
」
と
理
解
し
得
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
そ
の
場
合
「
神

産
巣
日
」
に
「
神
・
命
」
の
尊
称
が
付
か
な
い
例
と
な
っ
て
し
ま

う
の
で
、
疑
問
が
残
る
。

○
少
名
毗
古
名
神

　

仲
哀
記
39
番
歌
に
「
須
久
那
美
迦
微
」、
神
功
皇
后
摂
政
十
三

年
二
月
32
番
歌
に
「
周
玖
那
弥
伽
未
」
と
あ
り
、
神
酒
の
司
・
常

世
に
坐
す
神
と
歌
わ
れ
る
。
風
土
記
に
多
く
見
ら
れ
る
が
単
独
で

登
場
す
る
例
は
少
な
く
、
僅
か
に
「
伯
耆
国
風
土
記
逸
文
」
粟
島

条
に
「
少
日
子
命
」
が
見
え
る
く
ら
い
で
あ
る
。
他
は
オ
ホ
ナ
ム
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ヂ
と
共
に
登
場
す
る
。
表
記
は
「
須
久
奈
比
古
命
・
少
日
子
根
命
・

小
彦
命
・
少
彦
名
・
宿
奈
毗
古
那
命
」
な
ど
多
岐
に
亘
る
。『
播

磨
国
風
土
記
』
飾
磨
郡
筥
丘
の
「
大
汝
少
日
子
根
命
」
は
、
一
柱

の
神
名
の
よ
う
に
も
読
め
る
。『
出
雲
国
風
土
記
』
飯
石
郡
多
祢

郷
で
は
稲
種
を
落
と
す
、『
播
磨
国
風
土
記
』
揖
保
郡
稲
種
山
で

は
稲
種
を
積
む
、
先
述
の
伯
耆
国
粟
島
条
で
は
粟
を
蒔
く
な
ど
、

農
耕
に
関
す
る
記
述
が
見
ら
れ
、
ま
た
「
伊
豆
国
風
土
記
逸
文
」、

「
伊
予
国
風
土
記
逸
文
」
で
は
温
泉
を
開
い
た
神
と
し
て
描
か
れ

る
。『
万
葉
集
』
に
も
大
汝
と
と
も
に
歌
わ
れ
る
例
が
四
例
、「
大

汝　

少
彦
名
」
と
し
て
神
代
を
示
す
例
（
３
・
三
五
五
、
18
・

四
一
〇
六
）、
山
を
名
づ
け
た
神
と
す
る
例
（
６
・
九
六
三
）、「
大

汝　

少
御
神
」
と
し
て
妹
背
の
山
を
作
っ
た
神
と
す
る
例
（
７
・

一
二
四
七
）
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
例
を
見
る
限
り
、
ひ
ろ
く

国
を
作
っ
た
神
（
農
耕
・
温
泉
＝
医
療
・
山
作
り
）
と
し
て
信
仰
・

伝
承
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
少
名
毗
古
那
神
の
農
耕
神
的

な
要
素
、
温
泉
の
神
と
し
て
の
位
置
付
け
等
が
「
国
作
り
堅
め
」

る
内
容
に
関
わ
る
と
見
る
こ
と
も
可
能
か
も
知
れ
な
い
が
、『
古

事
記
』
で
は
あ
く
ま
で
も
具
体
的
な
内
容
を
示
し
て
い
な
い
と
捉

え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
名
義
に
つ
い
て
は
、「
少
ナ
シ
」
の

語
幹
「
ス
ク
ナ
」
に
男
子
の
美
称
「
ヒ
コ
」
と
親
称
の
「
ナ
」
が

付
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。「
ス
ク
ナ
ミ
カ
ミ
」の
例
か
ら
し
て
も
、

そ
の
中
心
は
「
ス
ク
ナ
」
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
小
童
の
神
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
古
事
記
伝
に
、「
須
久
那
志
と
は
、
後

ノ

世
に
は
た
ゞ
多
き
に
對
へ
て
、
物
の
數
に
の
み
云

ヘ
ど
も
、
古

ヘ

は
大
に
對
へ
て
、
小チ

ヒ
サ

き
こ
と
に
も
云
り
」
と
説
く
。『
播
磨
国
風

土
記
』
神
前
郡
堲
岡
里
条
は
大
汝
命
と
小
比
古
尼
命
の
我
慢
比
べ

の
話
だ
が
、
大
き
な
大
汝
命
が
屎
を
我
慢
し
て
遠
く
ま
で
行
く
の

と
、
小
さ
な
小
比
古
尼
命
が
堲
を
担
い
で
我
慢
し
て
遠
く
ま
で
行

く
姿
が
対
比
的
に
描
か
れ
笑
い
を
誘
う
よ
う
な
話
と
な
っ
て
い

る
。

○
白
し
上
げ

　

古
事
記
伝
に
、「
上ア

ゲ

は
、
少
名
毘
古
那

ノ
神
を
、
高
天

ノ
原
に
率ヰ

て
詣マ

ウ

で
て
、
御
祖

ノ
命
の
御ミ

モ
ト許

に
獻
る
を
云
、【
下
文
御
祖

ノ
命
の

詔
に
、
此コ

ハ者
實

マ
コ
ト
ニ

云
々
と
詔
ふ
は
、
ま
の
あ
た
り
に
見
給

ヒ
て
の

御
言
な
れ
ば
な
り
、】
上
の
遠
呂
智

ノ
段
に
、
彼

ノ
都ツ

ム
ガ
リ
ノ
タ
チ

牟
刈
之
大
刀

を
、
白マ

ヲ
シ

二
上ア

ゲ

於
天
照
大
御
神

ニ
一
也
と
あ
る
に
同
じ
、
彼

レ
も
上ア

グ

は
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卽
其

ノ
大
刀
を
獻
る
を
云
り
、【
俗
に
た
ゞ
白マ

ヲ

す
こ
と
を
、
ま
う

し
あ
ぐ
と
云
と
は
異
な
り
、
上ア

グ

の
言
輕
く
見
べ
か
ら
ず
、】」
と
い

う
。『
古
事
記
』
中
の
「
上
」
は
基
本
的
に
す
べ
て
実
質
的
意
味

を
持
つ
場
合
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
も
補
助
動
詞
的
用

法
と
し
て
「
申
し
上
げ
る
」
の
意
に
取
る
の
で
は
無
く
、「
申
し

て
（
少
名
毗
古
那
神
を
高
天
原
に
）
上
げ
る
」
意
で
取
る
べ
き
と

思
わ
れ
る
。
神
産
巣
日
御
祖
命
の
言
葉
に
「
其
の
国
を
作
り
堅
め

む
」
と
あ
る
の
に
よ
っ
て
、
少
な
く
と
も
神
産
巣
日
御
祖
命
が
葦

原
中
国
側
に
居
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
西
郷
注

釈
は
「
何
も
高
天
の
原
に
連
れ
て
い
っ
た
と
ま
で
し
な
く
て
よ
か

ろ
う
」
と
い
う
が
、
神
産
巣
日
御
祖
命
の
居
る
と
こ
ろ
と
し
て
は

高
天
原
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。『
日
本
書
紀
』の
場
合
は
、「
使

を
遣
し
、
天
神
に
白
し
た
ま
ふ
」
と
あ
る
。

○
汝
葦
原
色
許
男
命

　

こ
の
段
は
大
国
主
神
の
名
で
始
ま
っ
て
い
る
が
、
こ
の
神
産
巣

日
御
祖
命
の
発
話
で
は
「
葦
原
色
許
男
命
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
高
天
原
か
ら
、
葦
原
中
国
を
領
有
す
る
神
と
し
て
呼
ん
だ

が
故
で
あ
る
と
い
う
見
方
が
半
ば
通
説
化
し
て
い
る
。
須
佐
之
男

が
根
の
堅
州
国
と
い
う
異
界
か
ら
こ
の
神
の
名
を
呼
ぶ
場
合
に

「
葦
原
色
許
男
」
と
言
っ
た
の
も
同
様
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
が
、

須
佐
之
男
命
の
場
合
は
初
め
て
こ
の
神
を
見
た
時
点
で
発
し
た
呼

び
名
が
こ
れ
で
あ
り
、
後
に
根
の
堅
州
国
か
ら
逃
げ
る
大
穴
牟
遅

神
に
対
し
て
は
「
大
国
主
神
」「
宇
都
志
国
主
神
」
の
名
を
与
え

る
と
い
う
展
開
か
ら
す
る
な
ら
ば
、「
葦
原
色
許
男
」
と
い
う
名

称
は
相
手
を
一
段
低
く
見
た
際
の
呼
び
名
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。
後
の
葦
原
中
国
平
定
神
話
も
含
め
て
、
天
神
側
が
こ
の
神
を

「
大
国
主
神
」
と
呼
ぶ
例
が
見
ら
れ
な
い
点
も
合
わ
せ
て
考
え
る

と
、
高
天
原
の
神
産
巣
日
御
祖
命
に
と
っ
て
は
、
葦
原
中
国
の
勇

猛
な
（
若
し
く
は
醜
い
）
男
と
い
う
以
上
の
意
味
を
持
た
な
い
こ

の
神
名
が
、
こ
の
神
に
対
す
る
認
識
を
表
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
は
な
か
ろ
う
か
。

○
其
の
国
を
作
り
堅
め
む

　

こ
の
言
葉
が
、
高
天
原
の
天
神
か
ら
の
司
令
で
あ
る
と
い
う
こ

と
で
、
大
国
主
神
の
国
作
り
を
高
天
原
側
か
ら
の
承
認
を
得
た
も

の
と
し
て
捉
え
、
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
国
作
り
を
継
承
す
る

も
の
と
し
て
捉
え
る
向
き
が
あ
る
が
、
後
の
葦
原
中
国
平
定
神
話
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と
の
関
わ
り
か
ら
す
れ
ば
、
大
国
主
神
の
国
作
り
が
高
天
原
側
か

ら
の
承
認
を
得
て
い
た
も
の
と
は
考
え
に
く
い
。
高
天
原
の
司
令

神
は
天
照
大
御
神
若
し
く
は
高
御
産
巣
日
神
で
あ
り
、
そ
の
司
令

は
「
命
以
・
詔
」「
言
依
」
の
形
で
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
神

産
巣
日
神
に
よ
る
「
告
」
に
よ
っ
て
発
せ
ら
れ
る
当
該
の
言
葉
と

は
レ
ベ
ル
が
異
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。「
作
堅
」

の
内
容
に
つ
い
て
の
具
体
的
説
明
は
な
さ
れ
な
い
た
め
、
こ
こ
で

何
が
行
わ
れ
た
の
か
は
分
か
ら
な
い
。『
日
本
書
紀
』
の
「
天
下

を
経
営
り
、
復
顕
見
蒼
生
と
畜
産
と
の
為
は
、
其
の
病
を
療
む
る

方
を
定
め
、
又
鳥
獣
・
昆
虫
の
災
異
を
攘
は
む
が
為
は
、
其
の
禁

厭
の
法
を
定
め
き
」
と
い
う
記
述
や
、
各
国
風
土
記
に
見
ら
れ
る

神
話
を
踏
ま
え
て
、
農
耕
・
医
療
・
温
泉
な
ど
に
関
わ
る
国
作
り

が
行
わ
れ
て
い
る
可
能
性
は
あ
る
が
、『
古
事
記
』
に
お
い
て
は

具
体
性
を
持
た
せ
な
い
と
い
う
こ
と
以
上
に
言
う
こ
と
は
出
来
な

い
。
な
お
、
こ
の
「
作
堅
」
に
つ
い
て
、
新
編
全
集
95
頁
頭
注
に
、

「
こ
の
「
作
り
堅
め
む
」
は
、
前
に
「
是
の
た
だ
よ
へ
る
国
を
修

理
ひ
固
め
成
せ
」
と
あ
っ
た
の
と
照
応
す
る
」
と
指
摘
す
る
。
表

現
上
の
照
応
は
指
摘
の
通
り
で
あ
ろ
う
し
、
大
国
主
神
の
国
作
り

が
結
果
的
に
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
修
理
固
成
を
引
き
継
ぐ
も

の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
先
述
の
通
り
神
産
巣
日
御
祖
命
の
発
語

を
も
っ
て
高
天
原
か
ら
の
司
令
で
あ
る
と
読
み
取
れ
な
い
点
は
変

わ
ら
な
い
。
新
編
全
集
は
先
の
注
に
続
け
て
、「
従
来
「
作
り
堅

め
よ
」
と
読
ん
で
、葦
原
色
許
男
に
対
す
る
命
令
と
解
し
て
き
た
。

し
か
し
、
こ
こ
は
葦
原
色
許
男
に
対
す
る
呼
び
か
け
で
あ
り
、
少

名
毗
古
那
が
一
緒
に
国
作
り
を
す
る
だ
ろ
う
の
意
と
し
て
、「
作

り
堅
め
む
」
と
読
む
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
神
産
巣
日
御
祖
命
の

発
言
の
位
置
付
け
と
し
て
同
意
し
得
る
の
で
、
訓
読
文
で
は
こ
の

訓
に
従
っ
た
。
な
お
、
大
国
主
神
の
国
作
り
に
つ
い
て
は
、【
補

注
二
】
も
参
照
願
い
た
い
。

○
大
穴
牟
遅
と
少
名
毗
古
那
と
二
柱
の
神

　

先
述
の
通
り
、
こ
の
段
で
は
基
本
的
に
大
国
主
神
の
名
が
用
い

ら
れ
て
い
る
。
稲
羽
の
素
兎
神
話
か
ら
根
の
堅
州
国
訪
問
神
話
を

経
て
大
穴
牟
遅
神
か
ら
大
国
主
神
へ
と
成
長
を
遂
げ
る
こ
と
で
初

め
て
国
作
り
の
神
と
し
て
の
資
質
を
得
た
と
考
え
る
な
ら
ば
、
こ

の
段
で
大
国
主
神
の
名
が
用
い
ら
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
と
言
え

る
。
だ
が
、
先
の
よ
う
に
そ
の
名
を
呼
ぶ
立
場
や
場
所
に
よ
っ
て
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は
他
の
名
称
が
使
用
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。『
古
事
記
』
で
は
相

互
の
関
係
性
に
よ
っ
て
呼
称
が
使
い
分
け
ら
れ
る
と
い
う
傾
向
に

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
地
の
文
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
こ
こ

で
の
大
穴
牟
遅
に
つ
い
て
は
、
そ
の
記
載
意
図
が
明
ら
か
で
は
な

い
。
考
え
ら
れ
る
の
は
、
少
名
毗
古
那
と
並
称
さ
れ
る
場
合
は
、

そ
の
強
固
な
結
び
付
き
に
よ
っ
て
、
大
穴
牟
遅
の
名
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
了
解
事
項
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
少
名
毗
古
那
が
こ
の
神
と
共
に
登
場

す
る
話
に
お
い
て
、
他
の
名
が
使
わ
れ
た
例
は
見
当
た
ら
な
い
。

○
常
世
国

　
『
古
事
記
』
の
中
で
見
る
と
、天
の
石
戸
段
「
常
世
の
長
鳴
鳥
」、

天
孫
降
臨
段
「
常
世
思
金
神
」、
仲
哀
記
・
39
番
歌
「
久
志
能
加

美　

登
許
余
邇
伊
麻
須　

伊
波
多
々
須　

々
久
那
美
迦
微
能
」、

雄
略
記
・
95
番
歌
「
麻
比
須
流
袁
美
那　

登
許
余
爾
母
加
母
」、

鵜
葺
草
葺
不
合
命
段
「
御
毛
沼
命
は
、
浪
の
穂
を
跳
み
て
常
世
国

に
渡
り
坐
し
」、
垂
仁
記
・
多
遅
摩
毛
理
「
多
遅
摩
毛
理
を
以
て
、

常
世
国
に
遣
し
て
」「
常
世
国
の
と
き
じ
く
の
か
く
の
木
実
を
持

ち
て
」
と
い
っ
た
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
「
と
き
じ
く
の
か
く

の
木
実
」
は
、
今
の
橘
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
最
初
の
二
例
、
歌
の

中
の
「
登
許
余
」、
そ
の
他
の
「
常
世
国
」
を
皆
同
列
に
考
え
る

こ
と
が
出
来
る
か
ど
う
か
は
問
題
が
残
る
。
歌
の
中
の「
登
許
余
」

は
ス
ク
ナ
ミ
カ
ミ
の
居
る
異
郷
で
、
ス
ク
ナ
ミ
カ
ミ
が
少
名
毗
古

那
神
と
同
じ
神
と
す
る
な
ら
ば
、歌
の
「
登
許
余
」
と
「
常
世
国
」

と
は
共
通
性
が
認
め
ら
れ
る
が
、
天
の
石
戸
段
・
天
孫
降
臨
段
の

場
合
は
ど
ち
ら
も
高
天
原
の
存
在
に
対
し
て
「
常
世
」
が
冠
さ
れ

て
い
る
た
め
、
関
連
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
天
上
界
と
海
の
彼
方
の

世
界
と
が
一
続
き
の
異
界
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
か
、
本
来
一

つ
の
世
界
で
あ
っ
た
も
の
が
、
海
の
彼
方
の
異
界
と
天
上
界
と
に

分
か
れ
た
か
（
天
と
海
と
が
い
ず
れ
も
ア
マ
と
読
む
と
こ
ろ
か
ら

そ
の
共
通
性
を
指
摘
す
る
見
方
も
あ
る
）、
な
ど
と
い
っ
た
見
方

を
し
な
い
か
ぎ
り
、
高
天
原
の
神
や
鳥
に
「
常
世
」
が
冠
さ
れ
る

理
由
が
分
か
ら
な
い
。
仮
に
高
天
原
も
海
の
彼
方
の
「
常
世
国
」

も
い
ず
れ
も
永
遠
の
世
界
で
あ
る
ゆ
え
に
共
通
し
た
表
現
が
な
さ

れ
る
に
し
て
も
、「
長
鳴
鳥
」
と
「
思
金
神
」
の
み
に
そ
れ
が
冠

さ
れ
る
理
由
は
今
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
。『
日
本
書
紀
』に
は『
古

事
記
』
と
同
じ
く
垂
仁
紀
に
、
田
道
間
守
の
行
っ
た
「
常
世
国
」
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の
話
が
記
さ
れ
る
。
垂
仁
天
皇
九
十
年
二
月
に
出
発
し
、
十
年
後

の
三
月
に
帰
還
し
た
こ
と
を
描
き
、「
神
仙
の
秘

か
く
れ
た
る
く
に

区
に
し
て
、�

俗
た
だ
ひ
と

の
臻い

た

ら
む
所
に
非
ず
」と
す
る
。
皇
極
紀
三
年
七
月
条
に
は
、

虫
を
「
常
世
神
」
と
し
て
信
仰
す
る
話
が
あ
り
、
そ
の
虫
が
常
に

「
橘
樹
に
生な

り
、
或
い
は
曼ほ

そ
き椒

に
生
る
」
と
あ
り
、
常
世
と
橘
と

の
関
連
が
見
ら
れ
る
。
雄
略
紀
（
二
十
二
年
七
月
）
や
「
丹
後
国

風
土
記
逸
文
」
で
浦
嶼
子
が
行
っ
た
神
仙
世
界
が
蓬
莱
山
・
蓬
山

な
ど
の
表
記
で
あ
ら
わ
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
を
諸
テ
キ
ス
ト
で

は
ト
コ
ヨ
と
訓
ん
で
い
る
。
タ
ヂ
マ
モ
リ
が
行
っ
た
常
世
国
を
含

め
て
、
上
代
文
献
に
見
ら
れ
る
ト
コ
ヨ
は
、
中
国
の
神
仙
世
界
と

日
本
の
ト
コ
ヨ
信
仰
が
重
ね
合
わ
さ
れ
た
世
界
と
し
て
認
識
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

○
山
田
の
曽
富
騰

　

山
田
の
案
山
子
の
意
。「
ソ
ホ
ド
」
の
語
義
は
未
詳
。
古
事
記

伝
に
、
或
人
の
説
と
し
て
、「
雨
露
に
所ぬ

れ沾
そ
ほ
ぢ
て
立

テ
る
由

な
り
と
云
り
」
と
し
、「
そ
ほ
ぢ
人ビ

ト

て
ふ
意
に
や
、【
遅ヂ

ビ

ト
毘
登
を
約

れ
ば
、
騰ド

と
な
る
な
り
、】」
と
言
う
が
、「
遅
毘
登
」
の
約
言
説
は

筑
摩
全
集
十
巻
の
補
注
（
大
野
晋
）
で
否
定
さ
れ
て
い
る
。
倉
野

全
註
釈
は
古
事
記
伝
を
引
用
し
た
後
で
、「
ソ
ホ
」
は
「
雨
ソ
ホ

降
る
」・「
泣
き
ソ
ホ
チ
行
く
」
な
ど
の
ソ
ホ
と
同
根
で
、「
ソ
ホ
ビ
ト
」

が
「
ソ
ホ
ド
」
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
説
い
て
い
る
。
武
烈
即

位
前
紀
の
94
番
歌
に「
儺な

き

そ

ほ

ち

ゆ

く

も

岐
曾
裒
遅
喩
倶
謀　

柯か

げ

ひ

め

あ

は

れ

㝵
比
謎
阿
婆
例
」。

『
古
今
和
歌
集
』
に
「
あ
し
ひ
き
の
山
田
の
そ
ほ
づ
お
の
れ
さ
へ

我
を
欲
し
て
ふ
う
れ
は
し
き
こ
と
」（
巻
十
九
雑
体
一
〇
二
七
）

の
例
が
あ
る
。

○
海
を
光
し
て
依
り
来
る
神

　

後
文
に
よ
れ
ば
、
神
武
記
・
崇
神
記
に
登
場
す
る
大
物
主
神
を

指
す
も
の
と
見
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
名
は
記
さ
れ
な
い
。

な
ぜ
名
前
が
記
さ
れ
な
い
の
か
に
つ
い
て
は
明
確
な
答
え
を
示
す

の
は
難
し
い
。
こ
の
場
面
で
は
明
確
な
そ
の
神
の
形
態
が
示
さ
れ

ず
、
抽
象
度
の
高
い
存
在
と
し
て
登
場
し
て
い
る
こ
と
に
関
わ
る

の
か
も
知
れ
な
い
。
神
名
自
体
を
ま
だ
持
た
な
い
存
在
で
あ
る
と

も
言
え
る
。
神
武
記
で
は
丹
塗
矢
と
い
う
具
体
物
の
姿
を
持
ち
、

崇
神
記
で
は
祭
祀
記
事
の
際
に
は
具
体
的
な
姿
は
描
か
れ
な
い

が
、
オ
ホ
タ
タ
ネ
コ
の
出
自
に
関
す
る
神
婚
神
話
で
は
、「
壮
士
」

の
姿
と
な
っ
て
い
る
こ
と
と
も
関
わ
る
か
。『
古
事
記
』
の
展
開
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と
し
て
は
、
名
前
が
示
さ
れ
な
い
段
階
か
ら
、
大
物
主
神
の
名
で

示
さ
れ
る
段
階
を
経
て
、
祭
祀
さ
れ
る
こ
と
で
「
意
富
美
和
之
大

神
」
と
な
っ
て
鎮
ま
る
と
い
う
流
れ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
論

じ
た
こ
と
が
あ
る
（
谷
口
「『
古
事
記
』
神
話
の
中
の
災
害
―
災

い
を
も
た
ら
す
モ
ノ
―
」『
悠
久
』
二
〇
一
三
年
一
月
）。

○
能
く
我
が
前
を
治
め
ば
吾
能
く
共
與
に
相
作
り
成
さ
む
。
若
し

然
あ
ら
ず
は
国
成
り
難
け
む

　
「
海
を
光
し
て
」
依
り
つ
い
た
神
が
自
ら
を
治
め
れ
ば
（
＝
祭

れ
ば
）
一
緒
に
国
を
作
り
完
成
さ
せ
る
が
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
国

作
り
は
完
了
し
な
い
と
い
う
。
倭
の
神
を
祭
る
こ
と
が
国
作
り
完

了
の
条
件
と
し
て
提
示
さ
れ
る
と
い
う
の
は
、
初
代
神
武
天
皇
以

降
、
倭
の
地
が
天
皇
統
治
の
中
心
地
と
な
る
こ
と
と
関
係
し
て
い

よ
う
。『
日
本
書
紀
』
の
場
合
は
大
国
主
神
と
大
物
主
神
と
を
同

一
神
化
し
て
い
る
の
で
（
神
代
上
八
段
一
書
六
）、
意
義
づ
け
が

異
な
っ
て
く
る
が
、『
古
事
記
』の
場
合
は
別
神
と
し
て
い
る
の
で
、

大
国
主
神
の
国
作
り
は
、
倭
の
神
の
存
在
無
く
し
て
は
成
り
立
た

な
い
と
い
う
読
み
が
成
り
立
つ
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
倭
は
大
国

主
神
の
統
治
領
域
に
含
ま
れ
な
い
と
い
う
考
え
方
と
も
関
わ
る
。

な
お
、
こ
こ
で
こ
の
神
が
祭
ら
れ
て
、
国
作
り
が
完
了
し
た
と
考

え
る
の
か
、
ま
た
は
祭
ら
れ
な
か
っ
た
が
た
め
に
国
作
り
は
完
成

し
て
い
な
い
と
考
え
る
の
か
は
、
崇
神
記
の
解
釈
と
関
わ
っ
て
見

解
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

○
吾
は
倭
の
青
垣
の
東
の
山
の
上
に
伊
都
岐
奉
れ

　
「
倭
」
の
「
青
垣
」
に
つ
い
て
は
、
景
行
記
30
番
歌
に
「
倭
は　

国
の
真
秀
ろ
ば　

た
た
な
づ
く　

青
垣　

山
籠
れ
る　

倭
し
麗

し
」、
景
行
紀
22
番
歌
に
「
倭
は　

国
の
ま
ほ
ら
ま　

畳
づ
く　

青
垣　

山
籠
れ
る　

倭
し
麗
し
」
と
歌
わ
れ
る
。『
万
葉
集
』
で

は
吉
野
讃
歌
の
国
見
・
国
讃
め
表
現
の
中
に
「
た
た
な
は
る　

青

垣
山
」（
１
・
三
八
）、「
た
た
な
づ
く　

青
垣
隠
り
」（
６
・

九
二
三
）の
よ
う
に
吉
野
を
讃
め
称
え
る
詞
章
の
中
に
見
ら
れ
る
。

12
・
三
一
八
七
に
も
「
た
た
な
づ
く　

青
垣
山
の　

隔
り
な
ば　

し
ば
し
ば
君
を　

言
問
は
じ
か
も
」
と
見
え
る
が
、
ど
の
地
の
ど

の
山
を
指
す
か
は
不
明
。
ま
た
、「
青
垣
」
は
出
雲
国
に
関
わ
る

記
事
の
中
に
も
見
え
る
。『
出
雲
国
風
土
記
』
大
原
郡
来
次
郷
の

所
造
天
下
大
神
の
詔
に
「
八
十
神
は
、
青
垣
山
の
裏
に
置
か
じ
」、

意
宇
郡
母
理
郷
の
所
造
天
下
大
神
の
詔
に
「
…
…
八
雲
立
つ
出
雲



131 『古事記』注釈

の
国
は
、
我
が
静
ま
り
坐
す
国
と
、
青
垣
山
廻
ら
し
賜
ひ
て
、
珍

玉
置
き
賜
ひ
て
守
ら
む
」、
そ
し
て
「
出
雲
国
造
神
賀
詞
」
の
中

に
「
出
雲
の
國
の
靑
垣
山
の
内
に
云
々
」
と
あ
る
。
似
た
表
現
に

は
、『
日
本
書
紀
』
神
武
即
位
前
の
塩
土
老
翁
の
言
葉
の
中
に
「
東

に
美
地
有
り
。
青
山
四
周
れ
り
。
其
の
中
に
、
亦
天
磐
船
に
乗
り

て
飛
び
降
る
者
有
り
」
と
あ
り
、
ま
た
『
播
磨
国
風
土
記
』
美
嚢

郡
志
深
里
淡
海
に
「
水
渟
む
国　

倭
は　

青
垣　

青
垣
の　

山
投

に
坐
し
し　

市
辺
の
天
皇
が　

御
足
末　

奴
津
ら
ま
」と
あ
っ
て
、

こ
の
二
つ
は
と
も
に
倭
の
「
青
山
」「
青
垣
」
の
例
と
な
る
。

　

以
上
の
用
例
を
見
る
限
り
、「
青
垣
」
は
出
雲
国
と
大
和
国
を

中
心
に
用
い
ら
れ
る
讃
美
表
現
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
佐
佐
木
隆

は
、
出
雲
の
用
例
が
「
神
に
守
ら
れ
た
国
」
で
あ
る
と
い
う
考
え

を
背
景
に
し
て
い
る
と
捉
え
、
そ
れ
以
外
の
場
合
は
天
皇
に
よ
る

国
土
支
配
を
称
え
る
表
現
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
と
し
、
表
現
内

容
に
明
ら
か
な
違
い
が
あ
る
と
説
い
た
（「
青
垣
山
隠
れ
る
大
和
」

『
伝
承
の
言
語
―
上
代
の
説
話
か
ら
―
』
ひ
つ
じ
書
房
、

一
九
九
五
年
五
月
）。
ヤ
マ
ト
と
出
雲
と
、
ど
ち
ら
が
元
で
あ
る

か
と
い
う
こ
と
は
、
一
概
に
は
言
え
ま
い
が
、
ヤ
マ
ト
の
「
青
垣
」

は
出
雲
・
日
向
・
伊
勢
・
播
磨
と
い
っ
た
様
々
な
場
所
か
ら
思
い

描
か
れ
る
の
に
対
し
て
、『
出
雲
国
風
土
記
』
の
場
合
に
は
国
譲

り
神
話
（
母
理
郷
）、
八
十
神
追
放
（
来
次
郷
）
と
い
っ
た
中
央

神
話
と
関
わ
り
、「
出
雲
国
造
神
賀
詞
」
は
朝
廷
に
奏
上
さ
れ
る

詞
章
で
あ
る
か
ら
、
対
ヤ
マ
ト
を
意
識
し
た
描
写
と
見
ら
れ
、
ま

た
『
古
事
記
』
大
国
主
神
の
国
作
り
神
話
に
お
い
て
は
、
出
雲
の

地
か
ら
倭
の
青
垣
を
表
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
、
出
雲
の
青
垣

は
常
に
中
央
の
神
話
、
対
ヤ
マ
ト
、
対
朝
廷
を
意
識
し
て
い
る
も

の
の
よ
う
で
あ
る
。

　

ま
た
、「
伊
都
岐
奉
」
に
つ
い
て
言
え
ば
、
神
が
神
を
「
伊
都

岐
奉
」
る
と
い
う
点
、
特
異
で
あ
る
。『
古
事
記
』
神
話
に
お
い

て
こ
の
表
現
が
出
て
く
る
の
は
、
こ
の
箇
所
と
、「
此
の
鏡
は
、

専
ら
我
が
御
魂
と
為
て
、
吾
が
前
を
拝
む
が
如
く
い
つ
き
奉
れ
」

（
天
孫
降
臨
条
）
と
い
う
よ
う
に
天
照
大
御
神
に
対
し
て
用
い
ら

れ
る
例
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
中
・
下
巻
に
至
っ
て
も
、
イ
ツ
キ

マ
ツ
ル
（
拝
祭
）・
マ
ツ
ル
（
拝
）
と
い
う
言
い
回
し
は
、
大
物

主
神
祭
祀
か
、
伊
勢
斎
宮
に
関
わ
る
記
事
に
限
ら
れ
て
い
る
と
こ

ろ
か
ら
、
こ
の
神
の
位
置
づ
け
の
重
要
性
が
窺
え
る
。
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○
御
諸
山
の
上
に
坐
す
神

　
「
ミ
モ
ロ
」
の
「
ミ
」
は
接
頭
語
と
さ
れ
る
が
「
モ
ロ
」
は
未
詳
。

共
通
す
る
意
を
持
つ
「
ミ
ム
ロ
」
の
「
ム
ロ
」
と
同
じ
と
す
る
見

方
が
あ
る
が
、
不
明
。
御
諸
山
は
、
こ
こ
で
は
三
輪
山
を
指
す
と

す
る
の
が
定
説
だ
が
、「
御
諸
山
」
は
神
の
寄
り
付
く
山
を
指
す

語
で
あ
る
の
で
、
常
に
三
輪
山
を
指
す
わ
け
で
は
な
い
。
崇
神
記

に
、「
即
ち
意
富
多
々
泥
古
命
を
以
て
、
神
主
と
為
て
、
御
諸
山

に
し
て
、
意
富
美
和
之
大
神
の
前
を
拝
み
祭
り
き
」、
意
富
多
々

泥
古
出
自
神
話
に
、「
糸
に
従
ひ
て
尋
ね
行
け
ば
、
美
和
山
に
至

り
て
、
神
の
社
に
留
ま
り
き
」
と
あ
る
。
ま
た
崇
神
紀
八
年
十
二

月
の
大
物
主
神
祭
祀
の
宴
の
歌
16
・
17
番
歌
に
「
味
酒　

三
輪
の

殿
の
・
・
・
三
輪
の
殿
門
を
」
と
見
え
、
ま
た
崇
神
紀
十
年
九
月

の
所
謂
箸
墓
伝
説
の
中
に
、「
仍
り
て
大
虚
を
践
み
て
御
諸
山
に

登
り
ま
す
」
と
あ
る
。
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補
注
解
説

【
補
注
一
】
少
名
毘
古
那
神
の
「
鵝
の
皮
」
の
衣

　

少
名
毘
古
那
神
は
「
天
の
羅
摩
の
船
に
乗
り
て
、
鵝
の
皮
を
内
剝
ぎ
に
剝
ぎ
て
、
衣
服
と
為
て
帰
り
来
る
神（

１
）」

で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

土
居
光
知
は
こ
の
異
様
な
姿
に
「
下
半
身
に
鳥
の
羽
を
つ
け
」
た
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
の
太
陽
神
「
マ
ツ
ダ
神
」（A

hura�M
azdā

か
）
の

姿
を
重
ね
見
る（

２
）。

そ
れ
を
承
け
つ
つ
「
天
の
羅
摩
の
船
」
と
「
鵝
の
皮
」
の
衣
服
を
天
鳥
船
の
イ
メ
ー
ジ
と
見
て
、
穀
物
神
且
つ
太
陽
神

の
出
現
を
意
味
す
る
と
し
た
の
は
勝
俣
隆
で
あ
っ
た（

３
）。

　

右
の
よ
う
に
、少
名
毘
古
那
神
が
鳥
の
装
い
を
す
る
こ
と
に
意
義
を
見
出
す
論
は
少
な
く
な
い
が
、そ
も
そ
も
衣
服
の
素
材
で
あ
る
「
鵝

の
皮
」
に
は
本
文
校
訂
上
の
問
題
が
少
な
く
な
い
。
多
く
の
テ
キ
ス
ト
類
で
、
少
名
毘
古
那
神
の
衣
服
を
「
鵝ヒ

ム
シ

の
皮
」
と
し
、
家
畜
化

さ
れ
た
雁
を
指
す
漢
字
「
鵝
」
に
対
し（

４
）、

蛾
を
指
す
和
語
「
ヒ
ム
シ
」
を
あ
て
る
矛
盾
め
い
た
校
訂
が
、
そ
の
結
果
で
あ
る（

５
）。

　

現
代
注
釈
書
類
の
多
く
に
影
響
を
与
え
て
い
る
の
は
『
古
事
記
伝
』
で
あ
る
。
宣
長
が
「
鵝
字
は
決キ

ハ
メ

て
誤
な
り
、【
此
は
甚
く
小
き
こ

と
を
云
る
に
、
鵝
は
、
さ
い
ふ
ば
か
り
の
小
鳥
に
は
あ
ら
ね
ば
な
り
、】」
と
疑
義
を
呈
し
、
度
会
延
佳
の
「
蛾
」
説
に
従
っ
た
よ
う
に（

６
）、

小
さ
な
少
名
毘
古
那
神
の
装
い
と
し
て
鵝
は
相
応
し
く
な
い
と
す
る
認
識
は
長
ら
く
支
配
的
で
あ
っ
た
。
改
め
て
、
宣
長
説
を
確
認
し
て

お
き
た
い
。

書
紀
仁
徳
巻
皇
后
御
歌
に
、
那
菟
務
始
能
譬
務
始
能
虚
呂
望
と
よ
み
給
へ
る
、
譬
務
始
は
、
飛
蛾
と
て
、
燈
に
入
て
身
を
亡
す
蟲
に

て
、
蛾
の
中
の
一
種
な
り
、
是
な
む
衣
の
た
と
へ
も
、
此
に
殊
に
由
あ
り
て
聞
ゆ
れ
ば
、【
但
し
蛾
と
鵝
と
は
、
字
形
似
た
り
と
も

あ
ら
ね
ば
、
誤
む
こ
と
い
か
ゞ
と
、
い
さ
ゝ
か
疑
ひ
な
き
に
は
あ
ら
ね
ど
、】
姑
く
蛾
字
と
し
て
、
比
牟
志
能
加
波
と
訓
つ
、

　

宣
長
が
拠
所
と
し
た
仁
徳
紀
の
歌
は
、
新
編
全
集
『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
「
夏な

つ
む
し蚕

の　

蛾ひ
む
し

の
衣こ

ろ
も　

二ふ
た
へ重

著き

て　

か
く
み
や
だ
り
は　
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豈あ
に

良よ

く
も
あ
ら
ず
」
と
よ
ま
れ（

７
）、夏

蚕
（
那
菟
務
始
）
と
蛾
（
譬
務
始
）
と
は
同
格
と
さ
れ
る
。『
万
葉
集
』
に
も
「
蛾ひ

む
し
は羽

（
蛾
葉
）
の
衣
」

（
⑬
三
三
三
六
）
と
あ
り（

８
）、

蛾
と
衣
と
の
結
び
つ
き
に
は
一
理
あ
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　

た
だ
し
『
古
事
記
』
は
真
福
寺
本
以
下
の
写
本
全
て
で
「
鵝
」
字
を
採
用
し
て
お
り
、
誤
字
説
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
の
は
心
も
と

な
い
。
そ
の
た
め
か
、
日
本
古
典
文
学
大
系
『
古
事
記
』
で
は
次
の
よ
う
に
「
ヒ
ム
シ
」
と
訓
む
べ
き
根
拠
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

持
統
紀
六
年
九
月
の
条
に
「
越
前
国
献
二
白
蛾
一
。」
と
あ
る
蛾
は
一
本
に
鵝
と
あ
り
、
こ
れ
は
鵝
の
誤
り
ら
し
い
か
ら
宣
長
説
も
捨

て
難
い
。
ま
た
下
の
仁
徳
天
皇
の
条
に
蚕
が
蛾
に
な
る
こ
と
を
述
べ
て
、「
一
度
為
二
飛
鳥
4

4

一
」
と
あ
る
か
ら
、
鵝
は
蛾
が
飛
ぶ
虫
だ

と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
用
い
た
字
か（

９
）。

　

前
者
の
見
解
に
対
し
山
口
佳
紀
が
「『
鵝
』
と
あ
る
の
は
伴
信
友
校
本
に
過
ぎ
な
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に）

（1
（

、
諸
本
の
状
況
か
ら

大
系
に
は
従
い
難
い）

（（
（

。
ま
た
後
者
の
見
方
に
つ
い
て
も
山
口
は
、仁
徳
記
の
記
事
を
一
般
化
し
て
蛾
を
飛
ぶ
鳥
と
捉
え
る
発
想
か
ら
「
鵝
」

字
を
用
い
た
と
考
え
る
の
に
は
無
理
が
あ
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
。

是
に
、
口
子
臣
と
、
亦
、
其
の
妹
口
比
売
と
奴
理
能
美
と
、
三
人
議
り
て
、
天
皇
に
奏
さ
し
め
て
云
ひ
し
く
、「
大
后
の
幸
行
せ
る

所
以
は
、
奴
理
能
美
が
養
へ
る
虫
、
一
度
は
匐
ふ
虫
と
為
り
、
一
度
は
殼か

ひ
ご

と
為
り
、
一
度
は
飛
ぶ
鳥
と
為
り
て
、
三
色
に
変
る
奇

し
き
虫
有
り
。
此
の
虫
を
看
行
さ
む
と
し
て
、
入
り
坐
せ
ら
く
の
み
。
更
に
異
し
心
無
し
」
と
い
ひ
き
。（
下
巻
・
仁
徳
記
）

　

確
か
に
仁
徳
記
で
は
、「
三
色
に
変
る
奇
し
き
虫
」
の
「
奇
し
」
と
称
さ
れ
る
に
足
る
様
態
を
表
現
す
る
た
め
に
、
敢
え
て
「
虫
」
と

は
似
つ
か
な
い
「
穀
」
や
「
鳥
」
な
ど
の
表
現
を
用
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。「
鵝
」
は
『
古
事
記
』
に
お
い
て
他
に
み
ら
れ
な
い
字
だ
が
、

『
日
本
書
紀
』
で
は
音
仮
名
と
し
て
用
い
ら
れ
る
ほ
か
に
、「
鵝
」
そ
の
も
の
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
例
も
あ
る
。

身
狭
村
主
青
、
呉
の
献
れ
る
二
鵝
を
将
て
、
筑
紫
に
到
る
。
是
の
鵝
、
水
間
君
が
犬
の
為
に
囓
は
れ
て
死
ぬ
。
別
本
に
云
は
く
、
是
の
鵝
、

筑
紫
の
嶺
県
主
泥
麻
呂
が
犬
の
為
に
囓
は
れ
て
死
ぬ
と
い
ふ
。
是
に
由
り
て
水
間
君
、
恐
怖
り
憂
愁
へ
て
、
自
ら
黙
す
こ
と
能
は
ず
。
鴻
十
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隻
と
養
鳥
人
と
を
献
り
、
以
ち
て
罪
を
贖
ふ
こ
と
を
請
ふ
。（
雄
略
紀
十
年
秋
九
月
）

　

同
時
代
文
献
の
『
日
本
書
紀
』
で
「
鵝
」
が
鳥
類
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
、「
蛾
を
飛
ぶ
鳥
と
捉
え
て
鵝
と
表
記
し
た
」

と
す
る
説
に
は
従
い
難
い
よ
う
に
思
う
。「
蛾
」
の
誤
字
説
に
つ
い
て
も
そ
の
論
拠
が
盤
石
で
な
い
以
上
、
従
え
な
い
。
と
す
れ
ば
真
福

寺
本
以
下
の
本
文
「
鵝
」
を
尊
重
し
た
う
え
で
、
少
名
毘
古
那
神
の
衣
服
の
材
料
は
鳥
の
「
鵝
」
で
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

当
然
、
字
義
に
そ
ぐ
わ
な
い
「
ヒ
ム
シ
」
の
訓
を
あ
て
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
だ
ろ
う
。
蛾
を
意
味
す
る
「
ヒ
ム
シ
（
ヒ
ヒ
ル
）」
以
外

の
訓
と
し
て
は
、
評
釈
が
「
サ
ゞ
キ
」、
注
解
が
「
オ
ホ
カ
リ
」、
新
編
が
「
カ
リ
」
を
あ
て
る
。
注
解
に
よ
れ
ば
『
釈
日
本
紀
』
巻
十
七

に
「
鵝ガ

音
可
読
也

ヲ
ホ
カ
リ

」
と
あ
り
、
オ
ホ
カ
リ
と
読
め
る
が
一
般
的
に
は
ガ
と
音
読
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
訓
に
つ
い
て
は
こ
れ
に
従
う
の
が
妥
当

か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
残
さ
れ
る
の
は
少
名
毘
古
那
神
が
「
鵝
の
皮
」
を
衣
服
と
し
て
現
れ
る
こ
と
の
意
義
で
あ
る
。

　

冒
頭
に
示
し
た
通
り
、「
鵝
の
皮
」
の
衣
服
に
太
陽
神
の
姿
を
看
取
す
る
論
が
あ
る
一
方
で
、
山
口
が
雄
略
紀
十
年
条
や
平
安
時
代
の

記
事
に
よ
っ
て
、
鵝
が
し
ば
し
ば
海
外
か
ら
献
上
さ
れ
る
点
に
着
目
し
、「
異
国
か
ら
来
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
と
見
る
の
が
、
一
つ

の
解
釈
」
と
位
置
づ
け
た
こ
と
が
留
意
さ
れ
る
。
ま
た
山
口
は
「
鵝
」
が
飛
べ
な
い
鳥
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
り
、「
鵝
」
で
は
少

名
毘
古
那
神
に
飛
行
能
力
を
付
与
し
え
な
い
と
い
う
。
こ
の
問
題
は
、
少
名
毘
古
那
神
を
空
を
渡
る
太
陽
の
神
と
見
る
に
せ
よ
、
飛
ん
で

常
世
に
度
る
神
と
見
る
に
せ
よ
、
障
害
と
な
る
だ
ろ
う
。「
鵝
」
で
あ
る
こ
と
に
意
義
を
見
出
し
て
少
名
毘
古
那
神
の
理
解
に
有
益
か
つ

問
題
が
な
い
と
思
わ
れ
る
の
は
、
こ
の
「
鵝
」
が
海
外
か
ら
齎
さ
れ
た
鳥
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
か）

（1
（

。

　

海
の
彼
方
か
ら
齎
さ
れ
た
鳥
「
鵝
」
の
皮
を
正
体
不
明
の
神
の
衣
服
と
し
て
、
そ
の
神
の
異
境
性
を
表
現
し
た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、

一
応
の
納
得
は
得
ら
れ
よ
う
。
で
は
、
そ
の
神
が
高
天
原
の
神
産
巣
日
御
祖
命
の
御
子
神
で
あ
る
と
明
か
さ
れ
る
展
開
は
、
い
か
に
把
握

す
る
べ
き
か
。

　

高
天
原
に
い
た
神
産
巣
日
御
祖
命
の
「
手
俣
よ
り
く
き
し
子
」
だ
と
い
う
説
明
に
よ
れ
ば
、
少
名
毘
古
那
神
の
出
自
を
「
鵝
」
の
い
る
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海
外
と
は
位
置
づ
け
得
な
い
。
少
名
毘
古
那
は
あ
く
ま
で
高
天
原
に
属
す
る
神
で
あ
り
、「
鵝
」
の
皮
を
入
手
し
う
る
海
外
の
地
を
経
て

出
雲
に
辿
り
着
い
た
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。
上
巻
の
神
話
に
お
い
て
、
高
天
原
に
出
自
を
も
つ
少
名
毘
古
那
神
が
「
海
外
」
の
地
を
踏
ん

だ
証
拠
と
な
る
「
鵝
」
の
皮
の
衣
服
を
示
す
意
義
は
、
神
が
高
天
原
か
ら
海
外
に
降
下
し
た
と
捉
え
う
る
土
壌
を
作
る
点
に
あ
っ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
は
し
ま
い
か
。
つ
ま
り
、
高
天
原
（
天
）
の
下
に
海
外
の
地
を
位
置
づ
け
る
方
法
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る）

（1
（

。

　

神
野
志
隆
光
は
『
古
事
記
』
中
巻
の
「
天
下
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

朝
鮮
半
島
ま
で
含
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
「
天
下
」
は
全
き
構
造
を
成
す
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
か
。（
中
略
）
す
な
わ
ち
、

大
八
島
国
の
そ
と
に
朝
貢
国
を
も
つ
と
い
う
構
造
に
お
い
て
、「
天
下
」
と
呼
ぶ
こ
と
の
で
き
る
世
界
は
成
り
た
つ
と
見
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。（
中
略
）
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
（「
景
行
記
」）
ま
で
に
お
け
る
大
八
島
国
の
「
王
化
」
の
完
成
と
、
応
神
天
皇
に
お
い
て
朝
鮮

半
島
を
「
王
化
」
の
う
ち
に
組
み
こ
む
こ
と
を
つ
う
じ
て
、「
天
下
」
の
構
造
を
達
成
す
る
の
で
あ
る）

（1
（

　

実
際
に
「
海
外
」
の
地
で
あ
る
半
島
が
具
体
的
に
示
さ
れ
る
の
は
応
神
記
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
そ
の
前
段
階
と
し
て
神
話
世
界
に
お

い
て
「
海
外
」
の
存
在
が
示
唆
さ
れ
、
そ
れ
が
「
高
天
原
（
天
）」
の
「
下
」
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
可
能
性
は
、『
古
事
記
』
全
体
の

構
想
を
考
え
る
う
え
で
一
考
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
う）

（1
（

。
本
稿
で
は
「
鵝
の
皮
」
と
い
う
表
現
か
ら
そ
の
可
能
性
に
触
れ
る
に
留
め
、

後
考
を
俟
ち
た
い
。

　

註

（
１
） 『
古
事
記
』
の
引
用
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
古
事
記
』（
小
学
館
、
一
九
九
七
年
六
月
）
に
よ
る
。

（
２
） 

土
居
光
知
「
文
明
と
文
学
」（『
古
代
伝
説
と
文
学
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
〇
年
七
月
）。
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（
３
） 

勝
俣
隆
「
少
名
毘
古
那
神
に
つ
い
て
の
一
考
察
―
手
俣
よ
り
久
岐
斯
子
の
視
点
か
ら
―
」（『
古
事
記
研
究
大
系
五
―

一　

古
事
記

の
神
　々

上
』
髙
科
書
店
、
一
九
九
八
年
六
月
）。

（
４
） 『
倭
名
類
聚
抄
』
に
「
鵝

音峨

形
如
人
家
所
畜
也
」
と
あ
る
。

（
５
） 

中
村
啓
信
は
真
福
寺
本
の
「
鵝
」
を
「
鷦
」
の
崩
し
と
判
定
し
、小
鳥
で
あ
る
ミ
ソ
サ
ザ
イ
で
あ
る
と
す
る
（『
新
版　

古
事
記
』

Ｋ
Ａ
Ｄ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｗ
Ａ
、
二
〇
〇
九
年
九
月
）。
こ
れ
は
『
日
本
書
紀
』
に
「
鷦さ

ざ
き鷯

の
羽
を
以
ち
て
衣
に
為
り
」（
神
代
上
第
八
段
一

書
第
六
）
と
あ
る
こ
と
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
占
才
成
は
中
村
の
判
断
を
否
定
し
、「
鵝
」
を
採
用
す
べ
き
と
述
べ

る
（
占
才
成
「『
古
事
記
』
上
巻
の
「
鵝
」
字
考
」『
日
本
語
学
論
集
』
十
五
、二
〇
一
九
年
三
月
）。
な
お
、
占
は
「
内
剥
鵝
皮
剥
」

の
構
文
と
漢
文
に
お
け
る
「
内
」
の
字
義
と
を
検
討
し
た
う
え
で
「『
内
剥
鵝
皮
剥
』
は
鵝
の
皮
を
そ
っ
く
り
剥
ぐ
こ
と
で
は
な
く
、

内
側
に
剥
ぐ
と
い
う
意
味
で
あ
れ
ば
、
鵝
の
皮
は
体
の
小
さ
い
神
の
服
に
対
し
て
大
き
い
か
小
さ
い
か
は
問
題
に
な
ら
な
い
。」
と

指
摘
し
て
い
る
。

（
６
） 

本
居
宣
長
『
古
事
記
伝
』（『
本
居
宣
長
全
集
』
十
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
八
年
十
一
月
）。

（
７
）『
日
本
書
紀
』
の
引
用
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
日
本
書
紀
』
二
（
小
学
館
、
一
九
九
六
年
十
月
）
に
よ
る
。

（
８
）『
万
葉
集
』
の
引
用
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
萬
葉
集
』
三
（
小
学
館
、
一
九
九
五
年
十
二
月
）
に
よ
る
。
な
お
、
同
書

頭
注
で
は
「
ヒ
ム
シ
は
蛾
の
古
名
。
霊
界
か
ら
飛
ん
で
来
る
虫
、
と
考
え
ら
れ
て
い
た
も
の
か
」
と
い
う
。
た
だ
し
三
三
三
六
番

歌
の
「
蛾
」
に
は
校
異
（「
我
」）
や
異
訓
「
ヒ
ヒ
ル
」（
旧
大
系
、
講
談
社
文
庫
な
ど
）
も
あ
り
、「
ヒ
ム
シ
」
の
確
例
と
は
言
い

難
い
。

（
９
）
日
本
古
典
文
学
大
系
『
古
事
記　

祝
詞
』（
岩
波
書
店
、
一
九
五
八
年
六
月
）。

（
10
）
神
野
志
隆
光
・
山
口
佳
紀
『
古
事
記
注
解
』
四
（
笠
間
書
院
、
一
九
九
七
年
六
月
）。
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（
11
）『
書
紀
集
解
』
は
「
按
蛾
微
少
之
物
、
非
可
献
者
。
蓋
、
蛾
鵝
誤
耳
」
と
い
う
が
、
占
才
成
（
註
５
）
が
十
七
条
憲
法
の
な
か
に

み
え
る
「
不
桑
何
服
」
を
取
り
上
げ
て
「
白
蛾
が
特
別
な
種
類
で
養
蚕
に
役
に
立
て
ば
、
献
上
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
」
と
述
べ

た
よ
う
に
、
敢
え
て
「
白
鵝
」
と
す
べ
き
根
拠
は
薄
い
。

（
12
）
鵝
の
皮
の
衣
服
に
つ
い
て
「
海
の
か
な
た
か
ら
来
た
水
平
神
の
代
表
と
し
て
大
和
朝
廷
な
ら
び
に
記
紀
編
集
者
か
ら
取
り
扱
わ

れ
た
た
め
」
と
す
る
指
摘
が
あ
る
が
（
竹
内
重
雄
「
鵝
の
皮
の
衣
服
を
着
け
た
神
―
少
名
毘
古
那
神
、『
礼
記
』「
冊
封
」
と
の
関

わ
り
か
ら
―
」『
沖
縄
文
化
』
四
十
四
―

二
、二
〇
一
〇
年
十
一
月
）、
ア
イ
ヌ
の
鳥
皮
衣
や
『
礼
記
』
の
「
北
方
を
狄
と
曰
ふ
、
羽

毛
を
衣
て
穴
居
し
」（
王
制
第
五
）、「
先
王
未
だ
宮
室
有
ら
ず
、（
中
略
）
未
だ
麻
糸
有
ら
ず
、
其
の
羽
皮
を
衣
る
」（
礼
運
第
九
）

な
ど
を
参
考
に
少
名
毘
古
那
神
（
少
彦
名
命
）
を
「
北
狄
」
や
「
先
王
」
の
象
徴
と
み
る
論
旨
と
あ
わ
せ
て
、
慎
重
に
検
討
す
る

必
要
が
あ
ろ
う
。

（
13
）
神
野
志
隆
光
は
久
延
毘
古
に
対
す
る
「
尽
く
天
の
下
の
事
を
知
れ
る
神
」
と
い
う
表
現
を
取
り
上
げ
、「
広
く
〈
ア
メ
〉
＝
『
高

天
原
』
の
下
の
世
界
全
体
に
及
ぶ
も
の
と
し
て
の
『
天
の
下
』」
で
あ
る
と
述
べ
る
（「「
天
下
」
―
世
界
観
と
い
う
視
点
か
ら
―
」『
古

事
記
の
世
界
観
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六
年
六
月
）。

（
14
）
神
野
志
隆
光
「「
天
下
」
の
歴
史
―
中
・
下
巻
を
め
ぐ
っ
て
―
」（
註
13
同
書
）。

（
15
）
当
該
条
の
後
、邇
々
芸
命
の
発
話
に
「
韓
国
に
向
ひ
」（
天
孫
降
臨
条
）
と
あ
る
こ
と
と
も
、関
わ
ろ
う
。
新
編
全
集
頭
注
は
「
支

配
が
い
ず
れ
朝
鮮
半
島
に
及
ぶ
こ
と
を
視
野
に
入
れ
て
い
う
」
と
指
摘
す
る
。

�

〔
小
野
諒
巳　

日
本
上
代
文
学
〕
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【
補
注
二
】
大
国
主
神
の
国
作
り
の
文
脈

　

大
国
主
神
の
国
作
り
に
お
け
る
問
題
点
と
し
て
、
天
神
諸
に
よ
る
「
修
理
固
成
」
の
「
命
以
」
の
範
囲
に
含
ま
れ
る
か
否
か
と
い
う
点

が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
複
数
回
行
わ
れ
る
大
国
主
神
の
国
作
り
に
つ
い
て
整
理
す
る
。

　

は
じ
め
に
国
作
り
が
行
わ
れ
る
の
は
、
根
の
堅
州
国
訪
問
段
に
お
い
て
で
あ
り
、「
故
、
其
の
大
刀
・
弓
を
持
ち
て
、
其
の
八
十
神
を

追
ひ
避
り
し
時
に
、
坂
の
御
尾
ご
と
に
追
ひ
伏
せ
、
河
の
瀬
ご
と
に
追
ひ
撥
ひ
て
、
始
め
て
国
を
作
り
き
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の

「
始
め
て
国
を
作
り
き
」
に
つ
い
て
、
本
居
宣
長
『
古
事
記
伝
』（『
本
居
宣
長
全
集
』
第
九
巻
、
筑
摩
書
房
、
昭
和
四
十
三
年
七
月
）
が

指
摘
し
た
、
大
国
主
神
の
国
作
り
の
始
ま
り
を
表
す
と
い
う
解
釈
が
有
力
で
あ
る
が
、
西
郷
信
綱
『
古
事
記
注
釈
』
第
三
巻
（
ち
く
ま
学

芸
文
庫
、
筑
摩
書
房
、
平
成
十
七
年
八
月
）
は
、
王
と
し
て
始
め
て
国
を
作
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
直
前
に
は
須
佐
之
男
大

神
か
ら
、
生
大
刀
・
生
弓
矢
で
八
十
神
を
追
放
し
、
大
国
主
神
・
宇
都
志
国
玉
神
と
な
っ
て
須
世
理
毘
売
を
正
妻
と
し
て
、
宇
迦
能
山
の

山
本
に
、
天
皇
の
宮
殿
の
ご
と
き
住
処
を
建
て
て
住
め
と
指
令
を
受
け
て
い
る
。
こ
の
須
佐
之
男
大
神
の
発
言
と
大
国
主
神
の
行
動
と
の

対
応
か
ら
考
え
れ
ば
、
大
神
の
強
大
な
力
を
得
て
、
大
穴
牟
遅
神
は
八
十
神
を
追
放
す
る
こ
と
で
大
国
主
神
・
宇
都
志
国
玉
神
と
な
り
、

国
を
作
っ
た
の
だ
と
捉
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
稲
羽
の
素
兎
段
の
冒
頭
で
、
八
十
神
が
国
を
大
国
主
神
に
譲
っ
た
と
い
う
一
文
と
も
対
応

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
王
と
し
て
の
国
作
り
と
い
う
よ
り
は
、
そ
の
前
段
階
と
も
言
え
る
武
力
平
定
に
よ
る
国
の
支
配
＝
国
作
り
と
な
る

の
で
あ
り
、「
始
め
て
国
を
作
り
き
」
は
大
国
主
神
の
国
作
り
の
始
ま
り
を
表
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

次
に
、
国
作
り
と
明
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
大
国
主
神
の
国
作
り
段
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
神
産
巣
日
御
祖
命
の
指
令
を
受
け
、
少
名

毘
古
那
神
と
と
も
に
「
此
の
国
を
作
り
堅
め
き
」
と
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
詳
細
は
『
古
事
記
』
に
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
具
体
的
な
内

容
は
不
明
で
あ
る
。
二
神
の
国
作
り
は
『
日
本
書
紀
』「
風
土
記
（
播
磨
・
出
雲
・
伊
予
）」『
万
葉
集
』
な
ど
に
も
記
さ
れ
て
お
り
、
内

容
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
当
時
広
く
知
ら
れ
た
神
話
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。『
古
事
記
』
が
大
国
主
神
で
は
な
く
大
穴
牟
遅
神
と
し
て
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記
す
の
は
、
そ
れ
ら
広
く
知
ら
れ
る
二
神
の
国
作
り
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
他
文
献
に
み
ら
れ
る
様
々
な
二
神
の
国

作
り
を
読
み
手
に
想
起
さ
せ
る
た
め
に
、
あ
え
て
「
此
の
国
を
作
り
堅
め
き
」
と
し
か
記
さ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

さ
て
、
そ
の
後
、
国
作
り
の
途
中
で
常
世
国
に
去
っ
た
少
名
毘
古
那
神
の
代
わ
り
に
、
大
国
主
神
は
海
か
ら
来
た
神
と
国
作
り
を
行
う
。

こ
の
神
は
御
諸
山
の
神
と
し
か
こ
こ
で
は
記
さ
れ
な
い
が
、『
古
事
記
』
中
巻
で
大
物
主
神
と
判
明
す
る
。
そ
し
て
、
大
物
主
神
は
自
身

を
祭
れ
ば
国
を
上
手
く
作
れ
る
と
述
べ
、
倭
の
青
垣
の
東
の
山
の
上
に
祭
る
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
た
め
、
こ
こ
で
は
祭
祀
に
よ
っ
て
国

を
作
る
こ
と
と
捉
え
ら
れ
る
。

　

な
お
、『
古
事
記
』
で
は
根
の
堅
州
国
訪
問
段
と
大
国
主
神
の
国
作
り
段
と
の
間
に
、
八
千
矛
神
の
歌
物
語
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

内
容
は
、
高
志
の
沼
河
比
売
へ
の
求
婚
と
、
正
妻
で
あ
る
須
勢
理
毘
売
と
の
和
解
で
あ
る
が
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
古
事
記
』
が

「
辺
境
の
女
性
と
の
結
婚
譚
に
よ
っ
て
、
こ
の
神
が
「
大
八
島
国
」
の
隅
々
ま
で
支
配
力
を
手
に
入
れ
た
こ
と
を
語
る
」
と
指
摘
す
る
よ

う
に
、
土
地
の
女
性
と
の
結
婚
を
土
地
の
支
配
権
を
得
る
こ
と
と
考
え
、
こ
の
歌
物
語
も
国
作
り
の
一
環
と
み
る
説
も
あ
る
。
前
後
の
神

話
内
容
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
説
は
首
肯
さ
れ
よ
う
。

　

し
た
が
っ
て
、
大
国
主
神
の
国
作
り
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

・
武
力
に
よ
る
国
作
り
（
大
穴
牟
遅
神
）

・
神
婚
に
よ
る
国
作
り
（
八
千
矛
神
）

・
二
神
に
よ
る
国
作
り
（
大
穴
牟
遅
神
・
少
名
毘
古
那
神
）

・
祭
祀
に
よ
る
国
作
り
（
大
国
主
神
・
御
諸
山
の
神
＝
大
物
主
神
）

　

右
の
よ
う
に
、
大
国
主
神
の
国
作
り
は
、
神
名
の
変
化
と
と
も
に
異
な
る
方
法
で
行
わ
れ
て
お
り
、
武
力
・
政
治
・
祭
祀
に
よ
る
国
作

り
と
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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で
は
次
に
、
大
国
主
神
の
国
作
り
が
、「
修
理
固
成
」
に
含
ま
れ
る
の
か
否
か
と
い
う
問
題
を
考
え
た
い
。「
修
理
固
成
」
の
範
囲
は
諸

説
あ
り
、
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

1
淤
能
碁
呂
島
の
生
成
ま
で

2
伊
耶
那
岐
命
・
伊
耶
那
美
命
二
神
の
関
わ
る
と
こ
ろ
ま
で

3
三
貴
子
の
出
現
ま
で

4
大
国
主
神
の
国
作
り
ま
で

5
天
皇
の
治
世
ま
で

　

1
・
2
・
3
は
、
直
接
指
令
を
受
け
た
伊
耶
那
岐
命
・
伊
耶
那
美
命
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
1
は
「
修
理
固
成
」
の
指

令
の
際
に
授
け
ら
れ
た
天
沼
矛
の
関
わ
る
範
囲
ま
で
と
し
、
2
は
二
神
で
行
う
範
囲
＝
国
生
み
ま
で
と
す
る
。
3
は
神
生
み
ま
で
で
は
終

わ
っ
て
い
な
い
と
い
う
伊
耶
那
岐
命
の
発
言
、
ま
た
二
神
は
「
生
む
」
こ
と
で
「
修
理
固
成
」
を
果
た
そ
う
と
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
行

為
の
最
後
で
あ
る
三
貴
子
の
分
治
ま
で
と
す
る
。
こ
れ
ら
は
大
国
主
神
に
至
る
前
に
「
修
理
固
成
」
を
終
え
る
と
考
え
る
た
め
、
今
回
は

提
示
す
る
だ
け
に
留
め
て
お
き
た
い
。
問
題
は
4
・
5
の
場
合
で
あ
る
。

　

ま
ず
、『
古
事
記
伝
』
は
、「
修
理
」
は
「
作
」
と
同
義
で
あ
り
、「
修
理
固
成
」
は
「
作
堅
此
国
（
此
の
国
を
作
り
堅
め
き
）」
と
対
応

す
る
と
指
摘
す
る
。
大
国
主
神
の
国
作
り
ま
で
を
範
囲
と
し
て
お
り
、こ
れ
は
「
国
」
の
捉
え
方
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。
西
郷
信
綱
『
古

事
記
注
釈
』
第
一
巻
（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
筑
摩
書
房
、
平
成
十
七
年
四
月
）
で
は
、�

国
作
り
に
は
自
然
的
と
政
治
的
と
の
二
つ
の
次
元

が
あ
る
が
、
国
生
み
段
で
は
天
皇
の
版
図
に
属
す
る
大
八
島
国
が
作
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
単
な
る
自
然
的
な
国
作
り
と
見
ら
れ
な
い
と
指

摘
し
て
い
る
。
伊
耶
那
岐
命
・
伊
耶
那
美
命
の
国
生
み
ま
で
を
確
認
し
て
み
る
と
、
伊
耶
那
岐
命
は
「
国
土
を
生
み
成
さ
む
」
と
述
べ
て

国
を
生
ん
で
い
く
。
し
か
し
、
そ
の
完
了
で
は
「
国
を
生
み
竟
え
て
」
と
あ
り
、
黄
泉
国
で
は
伊
耶
那
岐
命
が
「
吾
と
汝
と
作
れ
る
国
、
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未
だ
作
り
竟
ら
ず
」
と
い
う
よ
う
に
、「
国
土
」
か
ら
「
国
」
へ
と
言
い
換
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、自
然
的
な
「
国
土
」
を
生
む
意
図
で
あ
っ

た
が
、
実
際
に
は
大
八
島
国
を
は
じ
め
、
政
治
区
分
さ
れ
た
「
国
」
を
生
ん
だ
た
め
の
言
い
換
え
と
考
え
ら
れ
る
。「
修
理
固
成
」
は
漂

え
る
「
国
」
に
対
し
て
行
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
政
治
的
意
図
を
内
包
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
大
国
主
神
の
国
作
り
も
範
囲
に
含
む

こ
と
は
可
能
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
他
、「
修
理
固
成
」
に
含
む
と
す
る
説
に
は
、
神
野
志
隆
光
（
山
口
佳
紀
・
神
野
志
隆
光
『
古
事
記
注
解
』
4
、
笠
間
書
院
、
平

成
九
年
六
月
）
の
説
が
あ
る
。「
修
理
」
を
「
あ
る
べ
き
す
が
た
に
と
と
の
え
る
」
意
と
し
、「
天
神
」
に
掌
握
さ
れ
る
形
に
向
け
て
の
国

作
り
と
捉
え
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
ム
ス
ヒ
神
の
生
成
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
も
と
で
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
神
産
巣
日
神
を
通
じ
て
「
修
理

固
成
」
と
対
応
す
る
と
指
摘
す
る
。
一
方
、
金
井
清
一
「
古
事
記
上
巻
「
修
理
固
成
」
の
及
ぶ
と
こ
ろ
」（『
京
都
産
業
大
学
日
本
文
化
研

究
所
紀
要
』
第
五
号
、
平
成
十
二
年
三
月
）
で
は
、「
修
理
固
成
」
は
天
皇
の
治
世
ま
で
お
よ
ぶ
と
す
る
が
、
天
神
諸
の
指
令
で
は
な
い
た

め
、大
国
主
神
の
国
作
り
は
含
ま
れ
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
説
を
分
け
る
の
は
、指
令
者
が
誰
か
と
い
う
こ
と
に
よ
る
だ
ろ
う
。

　
「
修
理
固
成
」
は
、
天
神
諸
の
「
命
以
」
に
よ
っ
て
、
伊
耶
那
岐
命
・
伊
耶
那
美
命
に
「
言
依
」
さ
れ
る
。
こ
の
「
命
以
」「
言
依
」
の

両
語
は
、
す
で
に
諸
先
行
研
究
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
鈴
木
啓
之
「
古
事
記
に
お
け
る
「
ミ
コ
ト
モ
チ
」「
コ
ト
ヨ
サ
シ
」
の

意
義
」（『
古
事
記
の
文
章
と
そ
の
享
受
』
新
典
社
、
平
成
二
十
三
年
九
月
）
が
両
語
を
「「
高
天
原
」
の
絶
対
性
を
強
調
、
表
現
し
つ
つ
、

神
代
の
物
語
を
展
開
せ
し
め
て
」い
る
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、天
神
諸
＝
高
天
原
の「
修
理
固
成
」を
展
開
す
る
語
句
と
捉
え
ら
れ
る
。「
命

以
」
は
天
神
諸
・
天
神
・
伊
耶
那
岐
命
・
天
照
大
御
神
・
八
十
神
・
高
御
産
巣
日
神
（
高
木
神
）・
天
神
御
子
に
用
い
ら
れ
、
例
外
的
な

八
十
神
を
除
け
ば
、
基
本
的
に
は
天
神
か
ら
の
指
令
の
場
合
に
限
る
。「
言
依
（
事
依
・
言
因
）」
は
、
伊
耶
那
岐
命
・
伊
耶
那
美
命
・
三

貴
子
・
天
之
忍
穂
耳
命
・
邇
々
芸
命
に
対
し
て
で
あ
り
、「
修
理
固
成
」
や
国
の
統
治
を
委
任
さ
れ
る
場
合
に
用
い
ら
れ
る
。
そ
し
て
、「
言

依
（
事
依
・
言
因
）」
の
経
路
は
、
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・
天
神
諸
→
伊
耶
那
岐
命
・
伊
耶
那
美
命
→
三
貴
子

・
天
照
大
御
神
（
三
貴
子
）
→
天
之
忍
穂
耳
命

・
天
照
大
御
神
（
三
貴
子
）
→
邇
々
芸
命

と
な
っ
て
い
る
。
天
神
諸
が
伊
耶
那
岐
命
・
伊
耶
那
美
命
の
二
神
に
「
修
理
固
成
」
を
指
令
し
、
伊
耶
那
岐
命
は
三
貴
子
に
そ
れ
ぞ
れ
国

を
治
め
る
よ
う
に
指
令
す
る
。
そ
の
三
貴
子
の
中
の
天
照
大
御
神
は
、忍
穂
耳
命
に
葦
原
中
国
の
統
治
を
指
令
す
る
が
、忍
穂
耳
命
は
邇
々

芸
命
に
葦
原
中
国
の
統
治
を
譲
っ
た
た
め
、
再
度
天
照
大
御
神
か
ら
邇
々
芸
命
へ
と
指
令
す
る
と
い
う
流
れ
で
あ
る
。
須
佐
之
男
命
も
三

貴
子
で
あ
る
た
め
指
令
を
受
け
て
い
る
が
、伊
耶
那
岐
命
か
ら
命
じ
ら
れ
た
海
原
を
統
治
し
な
い
た
め
に
葦
原
中
国
を
追
放
さ
れ
て
お
り
、

「
言
依
」
の
流
れ
か
ら
は
逸
脱
し
た
存
在
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
須
佐
之
男
命
か
ら
の
指
令
も
「
言
依
」
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。

　

ま
た
、
神
産
巣
日
神
は
、「
修
理
固
成
」
を
命
じ
た
天
神
諸
の
一
神
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
少
名
毘
古
那
神
と
の
国
作
り

の
場
面
に
お
け
る
こ
の
神
の
発
語
に
は
「
命
以
」
で
は
な
く
「
告
」
が
用
い
ら
れ
、「
言
依
」
と
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。
西
田
長
男
「
祭

の
根
本
義
―
『
延
喜
式
祝
詞
』
を
中
心
と
し
て
―
」（『
日
本
神
道
史
研
究
』
第
二
巻
、講
談
社
、昭
和
五
十
三
年
四
月
）
で
は
、「
依
さ
す
」

は
自
分
が
な
す
こ
と
を
他
者
に
委
任
し
て
代
行
さ
せ
る
こ
と
を
指
す
と
し
、
委
任
者
と
そ
の
代
行
者
は
「
我
と
他
と
は
そ
の
な
せ
る
業
に

よ
っ
て
一
体
と
な
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
に
拠
れ
ば
、
大
国
主
神
に
天
神
諸
と
同
一
の
指
令
を
行
え
る
の
は
、
伊
耶
那
岐
命
・
伊

耶
那
美
命
・
三
貴
子
と
な
る
。
し
か
し
、
伊
耶
那
美
命
は
黄
泉
国
に
避
り
、
須
佐
之
男
命
は
指
令
を
行
わ
な
か
っ
た
た
め
、「
言
依
」
か

ら
逸
脱
し
て
い
る
。
ま
た
、
伊
耶
那
岐
命
は
「
淡
海
の
多
賀
」
に
坐
し
、
月
読
命
は
「
夜
之
食
国
」
統
治
の
指
令
以
後
に
登
場
し
な
い
こ

と
か
ら
、
実
質
的
に
天
照
大
御
神
の
み
が
「
修
理
固
成
」
を
指
令
す
る
天
神
諸
と
同
一
の
存
在
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
天
神
諸
ま

た
は
天
照
大
御
神
の
指
令
で
な
け
れ
ば
、
正
式
と
は
考
え
が
た
い
。
し
た
が
っ
て
、
仮
に
「
修
理
固
成
」
の
実
行
が
大
国
主
神
の
神
話
以
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降
も
継
続
し
て
い
る
と
す
る
場
合
で
も
、
大
国
主
神
の
国
作
り
は
「
修
理
固
成
」
に
は
含
ま
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

�

〔
鶉
橋
辰
成　

日
本
上
代
文
学
〕

【
補
注
三
】
大
国
主
神
の
国
作
り
、『
日
本
書
紀
』
と
の
比
較

　
『
日
本
書
紀
』
神
代
上
・
八
段
正
文
で
は
、
素
戔
嗚
尊
の
ヤ
マ
タ
ノ
オ
ロ
チ
退
治
の
後
は
、
大
己
貴
命
の
誕
生
を
語
る
の
み
で
、
大
己

貴
命
の
物
語
は
な
く
、
大
国
主
神
へ
の
成
長
物
語
も
無
い
。
大
己
貴
命
の
国
作
り
関
連
の
神
話
は
、
以
下
に
載
せ
る
一
書
六
に
見
え
る
の

み
で
あ
る
。
長
く
な
る
が
、
比
較
検
討
の
必
要
上
、
前
文
を
掲
載
す
る
（
引
用
は
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
日
本
書
紀
』
①
に

よ
る
）。
な
お
、
内
容
上
〔
Ⅰ
〕
～
〔
Ⅳ
〕
の
三
つ
の
段
に
分
け
る
こ
と
と
す
る
。

〔
Ⅰ
〕
一
書
に
曰
く
、
大
国
主
神
、
亦
は
大
物
主
神
と
名ま

を

し
、
亦
は
国く

に
つ
く
り
の
お
ほ
あ
な
む
ち
の
み
こ
と

作
大
己
貴
命
と
号ま

を

し
、
亦
は
葦あ

し
は
ら
の
し
こ
を

原
醜
男
と
曰ま

を

し
、
亦
は

八や
ち
ほ
こ
の
か
み

千
戈
神
と
曰
し
、
亦
は
大お

ほ
く
に
た
ま
の
か
み

国
玉
神
と
曰
し
、
亦
は
顕う

つ
し
く
に
た
ま
の
か
み

国
玉
神
と
曰
す
。
其
の
子
凡
て
一
百
八
十
一
神
有
す
。

〔
Ⅱ
〕
夫そ

れ
大
己
貴
命
、
少す

く
な
ひ
こ
な
の
み
こ
と

彦
名
命
と
力
を
戮あ

は

せ
心
を
一ひ

と
つ

に
し
て
、
天
下
を
経つ

く営
り
、
復ま

た

顕う
つ
し
き
あ
を
ひ
と
く
さ

見
蒼
生
と
畜け

も
の産

と
の
為
は
、
其
の

病
を
療を

さ

む
る
方の

り

を
定
め
、
又
鳥
獣
・
昆は

ふ
む
し虫

の
災わ

ざ
は
ひ異

を
攘は

ら

は
む
が
為
は
、
其
の
禁ま

じ
な
ひ厭

の
法の

り

を
定
め
き
。
是
を
以
ち
て
、
百お

ほ
み
た
か
ら姓

今
に
至

る
ま
で
に
咸み

な

恩め
ぐ
み頼

を
蒙か

が
ふ

れ
り
。
嘗む

か
し

大
己
貴
命
、
少
彦
名
命
に
謂か

た

り
て
曰の

た
ま

は
く
、「
吾わ

れ
ら等

が
造
れ
る
国
、
豈あ

に

善よ

く
成
れ
り
と
謂
は
む

や
」
と
の
た
ま
ふ
。
少
彦
名
命
対こ

た

へ
て
曰
は
く
、「
或
い
は
成
れ
る
所
も
有
り
、
或
い
は
成
ら
ざ
る
も
有
り
」
と
の
た
ま
ふ
。
是
の

談
か
た
り
ご
と

、
蓋
し
幽ふ

か深
き
致む

ね

有
ら
む
。
其
の
後
に
少
彦
名
命
、
熊
野
の
御
碕
に
行
き
至
り
、
遂
に
常と

こ
よ
の
く
に

世
郷
に
適ゆ

き
ま
す
。
亦
曰
く
、
淡

島
に
至
り
て
、
粟
の
茎
に
縁の

ぼ

り
し
か
ば
、
弾
か
れ
渡
り
ま
し
て
、
常
世
郷
に
至
り
ま
す
と
い
ふ
。

〔
Ⅲ
〕
自こ

れ
よ
り
の
ち後

に
、
国
の
中
に
未
だ
成
ら
ざ
る
所
は
、
大
己
貴
神
、
独
り
能
く
巡
り
造
り
た
ま
ひ
、
遂
に
出
雲
国
に
到
り
た
ま
ふ
。

乃
ち
興こ

と
あ
げ言

し
て
曰
は
く
、「
夫
れ
葦
原
中
国
は
、
本も

と
よ
り自

荒あ

ら芒
び
、
磐い

は
ほ石

・
草く

さ
き木

に
至い

た及
る
ま
で
に
咸
能
く
強あ

し暴
か
り
き
。
然
れ
ど
も
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吾
已
に
摧く

だ

き
伏
せ
、
和ま

つ
ろ順

は
ず
と
い
ふ
こ
と
莫な

し
」
と
の
た
ま
ひ
、
遂
に
因
り
て
言の

た
ま

は
く
、「
今
し
此
の
国
を
理を

さ

む
る
は
、
唯
吾

一ひ
と
り身

の
み
な
り
。
其
れ
吾
と
共
に
天
下
を
理
む
べ
き
者
、
蓋
し
有
り
や
」
と
の
た
ま
ふ
。
時
に
、
神あ

や

し
き
光
海
を
照
し
、
忽た

ち
ま
ち然

に
浮

び
来
る
者
有
り
。
曰
く
、「
如
し
吾
在
ら
ず
は
、
汝
何
ぞ
能
く
此
の
国
を
平こ

と
む

け
む
や
。
吾
が
在
る
に
由
り
て
の
故
に
、
汝
其
の
大
き

造な
せ

る
績

い
さ
を
し

を
建
つ
る
こ
と
得
た
り
」
と
い
ふ
。
是
の
時
に
大
己
貴
神
問
ひ
て
曰
は
く
、「
然
ら
ば
汝
は
是
誰
ぞ
」
と
の
た
ま
ふ
。
対

へ
て
曰
く
、「
吾
は
是
汝
が
幸さ

き
み
た
ま魂

・
奇く

し
み
た
ま魂

な
り
」
と
い
ふ
。
大
己
貴
神
の
曰
は
く
、「
唯し

か然
な
り
。
廼す

な
は

ち
知
り
ぬ
、
汝
は
是
吾
が

幸
魂
・
奇
魂
な
り
と
い
ふ
こ
と
を
。
今
し
何
処
に
か
住と

ど
ま

ら
む
と
欲
ふ
」
と
の
た
ま
ふ
。
対
へ
て
曰
く
、「
吾
は
日や

ま
と
の
く
に

本
国
の
三み

も
ろ
や
ま

諸
山
に

住
ら
む
と
欲
ふ
」
と
い
ふ
。
故
、
即
ち
宮
を
彼そ

こ処
に
営つ

く

り
、
就ゆ

き
て
居ま

し
ま
さ
し
む
。
此
大お

ほ
み
わ

三
輪
の
神
な
り
。
此
の
神
の
子
、
即
ち

甘か

も茂
君
等
・
大お

ほ
み
わ

三
輪
君
等
、
又
姫ひ

め
た
た
ら
い
す
ず
ひ
め
の
み
こ
と

蹈
鞴
五
十
鈴
姫
命
な
り
。
又
曰
く
、
事
代
主
神
、
八や

ひ
ろ
わ
に

尋
熊
鰐
に
化な為
り
、
三み

し
ま
の
み
ぞ
く
ひ
ひ
め

島
溝
樴
姫
に
通
ひ
た

ま
ひ
て
、
或
に
云
は
く
、
玉
櫛
姫
と
い
ふ
、
児み

こ

姫
蹈
鞴
五
十
鈴
姫
命
を
生
み
た
ま
ふ
。
是
、
神か

む
や
ま
と
い
は
れ
び
こ
ほ
ほ
で
み
の
す
め
ら
み
こ
と

日
本
磐
余
彦
火
火
出
見
天
皇
の
后
と

為
る
。

〔
Ⅳ
〕
初
め
大
己
貴
神
の
国
を
平こ

と
む

け
た
ま
ふ
に
、
出
雲
国
の
五い

さ

さ

十
狭
狭
の
小
汀
に
行
き
到
り
ま
し
て
、
且ま

さ当
に
飲み

を
し食

し
た
ま
は
む
と

し
き
。
是
の
時
に
、
海う

み
の
う
へ上

に
忽
ち
に
人
の
声
有
り
。
乃
ち
驚
き
て
求
む
る
に
、
都か

つ

て
見
ゆ
る
無
し
。
頃し

ば
ら
く時

あ
り
て
、
一ひ

と
り箇

の
小を

ぐ
な男

有
り
、
白か

が
み蘞

の
皮
を
以
ち
て
舟
に
為
り
、
鷦さ

ざ
き鷯

の
羽
を
以
ち
て
衣こ

ろ
も

に
為
り
、
潮う

し
ほ水

の
随
に
以
ち
て
浮
び
到
る
。
大
己
貴
神
、
即
ち

取
り
て
掌た

な
う
ら中

に
置
き
て
翫

も
て
あ
そ

び
た
ま
へ
ば
、
跳お

ど

り
て
其
の
頰つ

ら

を
囓か

む
。
乃
ち
其
の
物か

た
ち色

を
怪
し
び
、
使
を
遣
し
、
天
神
に
白
し
た
ま

ふ
。
時
に
高た

か
み
む
す
ひ
の
み
こ
と

皇
産
霊
尊
、
聞
し
め
し
て
曰
は
く
、「
吾
が
産
め
る
児
、
凡
て
一
千
五
百
座
有
り
。
其
の
中
に
一ひ

と
り
の
こ児

最い
と
あ悪

し
く
、
教お

し
へ養

に
順
は
ず
。
指た

な
ま
た間

よ
り
漏く

き
堕
ち
し
は
、
必
ず
彼そ

れ

な
ら
む
。
愛め

ぐ

み
て
養ひ

だ

す
べ
し
」
と
の
た
ま
ふ
。
此
即
ち
少
彦
名
命
、
是
な
り
。
顕
、

此
に
は
于う

つ

し
都
斯
と
云
ふ
。
蹈
鞴
、
此
に
は
多た

た

ら
多
羅
と
云
ふ
。
幸
魂
、
此
に
は
佐さ

き

み

た

ま

枳
弥
多
摩
と
云
ふ
。
奇
魂
、
此
に
は
倶く

し

み

た

ま

斯
美
拕
磨
と

云
ふ
。
鷦
鷯
、
此
に
は
娑さ

ざ

き
娑
岐
と
云
ふ
。
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〔
Ⅰ
〕
で
は
大
国
主
神
の
亦
名
を
示
す
。『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
大
国
主
神
の
名
が
見
え
る
の
は
、
こ
こ
以
外
に
は
、
八
段
一
書
一
に

素
戔
嗚
尊
の
五
世
孫
と
し
て
記
さ
れ
る
の
み
で
あ
り
、
特
に
こ
の
名
で
の
神
話
は
記
さ
れ
な
い
。『
古
事
記
』
の
場
合
は
須
佐
之
男
命
の

系
譜
に
お
い
て
六
世
孫
と
し
て
そ
の
名
が
見
え
た
が
、
亦
名
は
大
穴
牟
遅
神
・
葦
原
色
許
男
神
・
八
千
矛
神
・
宇
都
志
国
玉
神
の
四
つ
で

あ
っ
た
の
に
対
し
、
こ
こ
で
は
大
物
主
神
と
大
国
玉
神
が
加
わ
っ
て
六
つ
の
亦
名
が
記
さ
れ
る
。
特
に
大
物
主
神
と
大
己
貴
命
と
が
亦
名

で
繋
が
る
こ
と
は
、〔
Ⅲ
〕
の
記
述
と
も
関
わ
っ
て
『
日
本
書
紀
』
の
一
つ
の
特
質
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
が
、「
出
雲
国
造
神
賀
詞
」

に
お
い
て
も
こ
の
両
神
を
繋
げ
る
記
述
が
見
え
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
む
し
ろ
大
物
主
神
と
大
穴
牟
遅
神
（
大
国
主
神
）
と
を
結
び
つ
け

な
い
『
古
事
記
』
の
方
に
そ
の
特
質
を
見
る
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。〔
Ⅱ
〕
は
少
彦
名
命
と
の
国
作
り
に
関
わ
る
話
と
な
っ
て
い
る
。「
天

下
を
経
営
り
、
復
顕
見
蒼
生
と
畜
産
と
の
為
は
、
其
の
病
を
療
む
る
方
を
定
め
、
又
鳥
獣
・
昆
虫
の
災
異
を
攘
は
む
が
為
は
、
其
の
禁
厭

の
法
を
定
め
き
。
是
を
以
ち
て
、
百
姓
今
に
至
る
ま
で
に
咸
恩
頼
を
蒙
れ
り
」
と
い
う
よ
う
に
比
較
的
具
体
的
な
記
述
内
容
と
な
っ
て
お

り
、
国
作
り
の
内
容
が
示
さ
れ
て
い
る
。
風
土
記
や
万
葉
集
に
見
ら
れ
る
二
神
の
姿
と
も
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。「
顕
見
蒼
生
と
畜
産
」

の
た
め
に
病
を
治
癒
す
る
方
法
を
定
め
た
と
あ
っ
て
、
か
つ
今
に
至
る
ま
で
「
百
姓
」
が
「
恩
頼
」
を
蒙
っ
て
い
る
と
記
す
と
こ
ろ
に
、

こ
の
二
神
の
人
々
に
と
っ
て
の
意
義
が
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
恩
頼
」
は
『
日
本
書
紀
』
の
用
例
に
照
ら
し
て
見
れ
ば
、

特
定
の
天
皇
、
若
し
く
は
皇
祖
を
含
め
た
皇
室
の
も
た
ら
す
加
護
・
恩
沢
を
意
味
す
る
語
と
さ
れ
る
が
（
葛
西
太
一
「「
頼
」
字
の
古
訓

と
解
釈
」『
日
本
書
紀
段
階
編
修
論
』
花
鳥
社
、
二
〇
二
一
年
二
月
）、
そ
の
「
頼
」
の
初
出
が
こ
の
二
神
に
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
点
、

注
意
を
要
す
る
。「
百
姓
」
へ
の
加
護
・
恩
沢
の
起
源
が
皇
祖
神
で
は
な
く
、
大
己
貴
命
・
少
彦
名
命
で
あ
る
と
す
る
の
は
、
こ
の
二
神

に
天
皇
統
治
の
起
源
を
見
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。『
古
事
記
』
に
お
け
る
大
国
主
神
に
は
そ
う
し
た
意
味
も
感
得
出
来

る
よ
う
に
は
思
わ
れ
る
。『
日
本
書
紀
』
の
二
神
に
つ
い
て
も
同
様
の
意
義
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
を
一
書
の

形
で
の
み
示
す
と
こ
ろ
に
、『
日
本
書
紀
』
な
り
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
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〔
Ⅱ
〕
で
は
大
己
貴
命4

と
記
さ
れ
て
い
た
が
、〔
Ⅲ
〕〔
Ⅳ
〕
で
は
大
己
貴
神4

と
記
さ
れ
る
。
或
い
は
こ
こ
に
資
料
の
断
層
が
あ
る
の
か

も
知
れ
な
い
。〔
Ⅲ
〕
は
、『
古
事
記
』
の
御
諸
山
神
登
場
後
の
話
と
共
通
す
る
場
面
で
あ
る
。『
古
事
記
』
と
の
大
き
な
相
違
は
、「
吾
は

是
汝
が
幸
魂
・
奇
魂
な
り
」
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
神
は
大
物
主
神
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
の
で
、〔
Ⅰ
〕
の
亦
名
記
載
と
も
繋
が
っ

て
く
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、「
如
し
吾
在
ら
ず
は
、
汝
何
ぞ
能
く
此
の
国
を
平
け
む
や
」
と
い
う
発
語
や
、「
吾
は
日
本
国
の
三
諸
山

に
住
ら
む
と
欲
ふ
」
と
い
う
発
語
を
受
け
る
形
で
、「
即
ち
宮
を
彼
処
に
営
り
、
就
き
て
居
し
ま
さ
し
む
」
と
あ
る
点
、『
古
事
記
』
と
共

通
性
を
持
つ
が
、『
古
事
記
』
の
よ
う
に
祭
祀
に
纏
わ
る
表
現
―
イ
ツ
キ
マ
ツ
ル
―
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
宮
を
営
ん
だ
記
事
の
後
に
、「
此

大
三
輪
神
な
り
」
と
記
し
、
ヤ
マ
ト
の
三
輪
山
の
神
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
即
ち
、
後
の
崇
神
紀
に
祟
り
神
と
し
て
示
現
す
る
大
物
主
神

と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
名
は
記
さ
ず
「
大
三
輪
神
」
と
し
て
い
る
点
、
神
代
下
九
段
一
書
二
に
、
大
物
主
神
が
天
神
に
従
う
首
魁

と
し
て
登
場
す
る
点
な
ど
か
ら
見
て
、「
大
三
輪
神
」
と
「
大
物
主
神
」
と
は
本
来
別
神
で
、
初
め
三
輪
山
に
祭
ら
れ
て
い
た
大
三
輪
神

に
大
物
主
神
が
習
合
す
る
形
で
三
輪
山
に
祭
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
す
る
説
も
あ
る
（
阿
部
眞
司
『
大
物
主
神
伝
承
論
』

翰
林
書
房
、
一
九
九
九
年
十
二
月
）。
続
く
系
譜
的
記
述
で
は
、
甘
茂
君
等
・
大
三
輪
君
等
、
又
姫
蹈
鞴
五
十
鈴
姫
命
を
こ
の
神
の
子
と

し
て
位
置
付
け
る
。
姫
蹈
鞴
五
十
鈴
姫
命
は
神
武
天
皇
の
后
と
な
る
が
、
こ
の
姫
が
大
物
主
神
の
娘
で
あ
る
こ
と
は
『
古
事
記
』
神
武
天

皇
条
に
記
さ
れ
、
甘
茂
君
等
・
大
三
輪
君
等
が
大
物
主
神
の
系
統
に
連
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
（
大
物
主
神
の
四
世
孫
オ
ホ
タ
タ
ネ
コ
を

祖
と
す
る
と
記
す
）
が
崇
神
天
皇
条
に
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
点
か
ら
し
て
も
こ
こ
に
登
場
す
る
神
が
大
物
主
神
で
あ
る
と
見
る
こ

と
が
出
来
る
。
な
お
『
日
本
書
紀
』
の
場
合
、
初
代
神
武
天
皇
の
后
姫
蹈
鞴
五
十
鈴
姫
命
は
、
綏
靖
即
位
前
紀
に
よ
れ
ば
事
代
主
神
の
娘

と
な
っ
て
い
る
た
め
、こ
こ
に
も
そ
の
情
報
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
事
代
主
神
は
カ
モ
氏
が
祀
る
神
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、

大
物
主
神
と
事
代
主
神
と
の
近
さ
が
窺
え
る
。

　
〔
Ⅳ
〕
は
再
び
少
彦
名
命
の
話
と
な
る
。〔
Ⅰ
〕
で
は
描
か
れ
て
い
な
か
っ
た
、
少
彦
名
命
の
登
場
場
面
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
。『
古
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事
記
』
で
は
「
出
雲
の
御
大
の
御
前
」
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、『
日
本
書
紀
』
で
は
「
出
雲
国
の
五
十
狭
狭
の
小
汀
」
と
な
っ
て

い
て
舞
台
が
異
な
る
。
前
者
を
今
の
美
保
関
、
後
者
を
今
の
稲
佐
浜
と
取
る
な
ら
ば
、
島
根
半
島
の
東
と
西
と
の
両
端
に
分
か
れ
る
こ
と

に
な
る
が
、
現
実
の
今
の
地
名
に
当
て
嵌
め
て
判
断
す
べ
き
か
否
か
問
題
が
残
る
点
に
つ
い
て
、
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
（
谷
口
「
イ
ザ
サ

の
小
浜
と
タ
ギ
シ
の
小
浜
―
葦
原
中
国
平
定
神
話
の
地
名
―
」『
古
代
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Notes on Usage

General Conventions

⃝  From 2015 to 2021 the printed installments of the Kokugakuin Kojiki 

project appeared in the dedicated publication Kojiki gaku (volumes 

1–7). The succeeding installments will be published in Kokugakuin 

Daigaku Kenkyū Kaihatsu Suishin Kikō kiyō 國學院大學研究開発推進機

構紀要 (abbreviated in citations as KKSKK).

⃝  The English translations included in this project generally follow the 

stylistic conventions and citation format detailed in the Monumenta 

Nipponica style sheet (http://dept.sophia.ac.jp/monumenta/pdf/MN-

Style-Sheet_201809.pdf).

⃝  In the interest of readability, phonetic transcriptions of names, terms, 

and phrases from the Kojiki and other Nara-period texts are rendered 

in a modified Hepburn system of romanization and according to the 

modern dictionary pronunciation. No attempt is made to indicate 

archaic Japanese phonetic distinctions such as the kō 甲/otsu 乙 

vowels. Likewise, archaic usages that later evolved into extended 

vowel sounds, such as in the honorific prefix “Oho,” are indicated by a 

macron, “Ō.”

⃝  Phonetic transliterations from archaic texts follow the rendering given 

in the yomikudashi 読下し version of the edition cited. The translation 

generally omits the phonetic glosses given in the original text.

⃝ The pinyin system is used to transliterate Chinese terms.

⃝  In principle characters are given for Japanese and Chinese names and 

terms at the first instance where they occur in each issue of Kojiki 

gaku/KKSKK. They are only repeated in that issue when they are the 
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subject of discussion or if necessary for clarity.

⃝  Citations to the Kojiki and other archaic texts indicate the page 

numbers of both the original text (generally speaking, the kanbun 漢文 

text) as reprinted in the modern edition cited and the yomikudashi 

version adopted by that edition.

⃝  Cross-references to other passages in the Kojiki cite Kojiki gaku/

KKSKK when possible. In cases of passages from sections not yet 

covered by that version, citations are to the SNKBZ version edited by 

Yamaguchi Yoshinori and Kōnoshi Takamitsu.

⃝  Information in the notes added by the translator is indicated by the 

acronym TN.

⃝  Bibliographic details of the different commentaries and other works 

cited are given in the list of references included in each issue. 

Endnotes use a shortened citation format. Only the surname is used for 

citations to modern (Meiji and later) authors; citations to premodern 

works give the author’s full name.
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Studies on the Kojiki

 
Translated by Quirós Ignacio, 

 in cooperation with Kate Wildman Nakai

Chapter 10: The Land of Yomi (II)

　Horror-stricken by the sight (1), Izanaki no mikoto fled and sought to 

escape [from the Land of Yomi]. “How dare you bring shame on me! (2)” 

his sister-spouse Izanami no mikoto said, and she dispatched the hags of 

Yomi (3) to pursue him. Thereupon, Izanaki no mikoto undid the black 

vine binding his hair and tossed it aside. [From it] grapes instantly 

fruited. While [the hags] were gathering the grapes up and eating them, 

he escaped. The [hags] again pursued him. Next he broke off the teeth of 

the hallowed long comb he wore in the bun of hair by his left ear and 

tossed them aside. [From them] bamboo shoots instantly sprouted. While 

[the hags] were pulling the shoots up and eating them, he escaped. 

Thereafter, [Izanami] ordered one thousand and five hundred Yomi forces 

to join the eight thunder deities in pursuing [Izanaki]. Izanaki drew the 

ten-hands-long sword he bore at his waist and, swinging it behind him, 

escaped [once more], but the [Yomi thunder deities and forces] continued 

to pursue him. 

　When Izanaki reached the foot (4) of the Yomotsu border slope (5), he 

took three peaches from the tree that grew there and counterattacked 

[with them]. [The Yomi thunder deities and forces] all turned back and 

fled (6). Thereupon, Izanaki said to the peaches: “Just as you have aided 

me, you should come to the aid of all the verdant blades of grass, the 

mortals who dwell in the visible realm (7) of Ashihara no nakatsukuni 葦
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原中国 (8), whenever they fall into peril and lament in despair.” He then 

gave those peaches the name Ōkamuzumi no mikoto 意冨加牟豆美命.

Text Notes

1. “Horror-stricken by the sight” (mikashikomite 見畏而 )

　The character 畏 (“to fear,” “fearsome”) occurs a total of seventeen 

times in the Kojiki; seven of these are in the digraph 見畏 (“to see and 

fear”). Other graphs such as 惶, 懼, and 恐 are also used to express a 

sensation of fear, but in all instances where the indication of such a 

sensation follows the graph 見 (“to see,” “sight”), the graph adopted is 畏. 

This pattern points to a conscious choice. Many instances of the 

compound 見畏 appear in stories of intermarriage between different 

species. In these the digraph serves to convey the observer’s reaction to 

catching sight of the partner’s true nature, an event that is followed by 

the observer’s fleeing the scene. Mibu Sachiko 壬生幸子 holds that the 

expression 見畏 typically is used in the context of an actor of superior 

status becoming aware of the unexpected true nature of a subordinate 

figure as the result of a circumstance brought about by the subordinate. 

This leads to the superior figure fearfully trying to escape from the 

subordinate or trying to keep the subordinate at a distance.（1）

2. “Shame” (haji 辱)

　In stories of intermarriage between different species the term “shame” 

(haji) almost invariably accompanies the breaking of the looking taboo. 

This is true of the stories of this sort found generally in ancient Japanese 

literature as well as those specific to the Kojiki. “Shame” in these contexts 

has been interpreted both as related to social norms and as carrying 

religious overtones. The section on the district of Kashima 香島 in the 
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Hitachi no kuni fudoki 常陸国風土記 includes a story of the “young people 

pine grove” (unai matsubara 童子女松原) in which a young man and 

woman enjoying a tryst feel “shame” when they realize they might be 

observed and transform themselves into trees.（2） The identification of the 

two as a “man-deity” and a “woman-deity” suggests that “shame” was seen 

as something linked to religious norms and taboos.

3. “The hags of Yomi” (yomotsu shikome 予母都志許売)

　For the term “the hags of Yomi” the sixth variant of the fifth section of 

the Age of Deities chapter of Nihon shoki gives the characters 泉津醜女, 

and the seventh variant indicates that the digraph 醜 女 should be read 

shikome.（3） Two different interpretations exist regarding the meaning of 

the morpheme shiko: that it simply means “ugly” or “hateful,” or that it 

serves to designate someone who is powerful and stalwart.

　The Man’yōshū contains multiple occurrences of the term shiko, 

including the following: shiko no masurao 鬼之益卜雄 (“this stalwart man”) 

in poem 117 (book 2); shiko no mitate 之 許 乃 美 多 弖 (“your stalwart 

guardian”) in poem 4373 (book 20); shiko no shiko gusa 鬼乃志許草 (“these 

hateful weeds”) in poems 727 (book 4) and 3062 (book 12); shiko hototogisu 

志許霍公鳥/四去霍公鳥 (“this hateful cuckoo”) in poems 1507 (book 8) and 

1951 (book 10); oya no shiko ya ni 小屋之四忌屋尓 (“this miserable hut”) 

and shiko no shiko te o 鬼之四忌手乎 (“these miserable, miserable hands”) 

in poem 3270 (book 13); shikotsu okina no 之許都於吉奈乃 (“that hateful old 

man”) in poem 4011 (book 17).（4） The first two examples are sometimes 

adduced as the basis for taking shiko to mean “stalwart,” yet a contextual 

analysis of the pertinent poems does not fully support such an 

interpretation. Similarly some may see the morphological correspondence 

between yomotsu shikome and the term Ashihara no shikoo 葦原色許男 
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used subsequently in the Kojiki for Ōanamuji as evidence for 

understanding shiko to mean “stalwart.”（5） However, there is room to 

interpret Ashihara no shikoo alternatively as “the hateful man of Ashihara 

[no nakatsukuni].” At the same time, the later episode of the sisters 

Konohana no sakuyabime 木花之佐久夜毘売 and Iwanagahime 石長比売 in 

the Ninigi narrative suggests that 醜 does not indicate merely “ugly” in 

the ordinary sense of “unattractive.” The narrative contrasts the former 

sister as “beautiful” (美) and the latter as “ugly” (醜), but in both cases the 

intent seems to be to ascribe a power or force outside the norm.（6）

4. “The foot [of the slope]” (sakamoto 坂本)

　As discussed more fully in the following note, the presence here of the 

term sakamoto 坂本 has been the source of a certain degree of confusion 

regarding the location of the Land of Yomi.（7） The expression does not 

occur in the Nihon shoki. Descriptions of the corresponding scene in that 

text include the following: “[Izanaki] had already reached the Yomotsu 

border slope” (sude ni yomotsu hirasaka ni itarimasu 已到泉津平坂) and 

“[Izanaki] closed off the border path” (sono sakaji ni saite 塞其坂路) in the 

sixth variant of the fifth section of the Age of Deities chapter; “a big 

peach tree stood near the path” (michi no he ni ōki naru momo no ki ari 

道辺有大桃樹) in the seventh variant; “When fighting against his sister-

spouse at the Yomotsu border slope” (sono imo to yomotsu hirasaka ni 

aitatakau ni itarite 及其与妹相闘於泉平坂) in the tenth variant.（8） None of 

these passages refer to the “foot of the slope,” nor does the context imply 

literally sloping terrain. It may be that Ashihara no nakatsukuni and the 

Land of Yomi came to be understood as situated in a vertical relationship 

only after the graphs 黄泉 (“yellow springs,” connoting “underworld”) had 

been adopted to transcribe yomo. Later expressions such as “envoy of the 
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nether region” (shitahe no tsukai 之多敞［下辺］使) in poem 905 of the 

Man’yōshū (book 5), or shitatsu kuni 下津国 in the norito liturgy for the 

rites to pray for protection from fire (Chinkasai 鎮火祭) suggest that, as 

time elapsed, the image of the vertical relationship evolved to a 

conception of the Land of Yomi as the lower realm.（9）

5. “The Yomotsu border slope” (yomotsu hirasaka 黄泉比良坂)

　A reading gloss from the seventh variant of the fifth section of the Age 

of Deities chapter of Nihon shoki indicates that “the graphs 泉津平坂 

should be read yomotsu hirasaka.”（10） The term yomitsu hirasaka 与美津枚

坂 appears in the abovementioned Chinkasai norito.（11） The “Yomotsu 

border slope” can be described as the boundary between the Land of 

Yomi and Ashihara no nakatsukuni 葦原中国 (“the central land of reed 

plains”). It is generally held that the original meaning of the morpheme 

hira is a cliff-like terrain or sloping land and that saka indicates 

“boundary.” To what extent the Kojiki as a whole retains these primary 

meanings is unclear. Overall, the meaning of saka 坂 in the Kojiki does 

not appear to differ very much from the modern usage of this term to 

mean “slope.” Yet, the saka that figure in the myths, as in the subsequently 

mentioned unasaka 海坂 (“sea border”), do seem to carry a strong 

connotation of “boundary.”（12） The following chapter states: “It is said that 

what is called the Yomotsu border slope is the present Ifuya border in 

the land of Izumo.”（13）

6.  “[The Yomi thunder deities and forces] all turned back and fled” 

(kotogotoku hikikaeriki 悉扳返也)

　There has been an ongoing debate about the interpretation of this 

passage. The extant manuscripts of the Kojiki adopt different characters 
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for the second graph (here 扳), and the choice bears directly on the issue 

of the location of the Land of Yomi. The earliest extant manuscript, the 

Shinpukuji-bon 真福寺本 (1371–1372), gives the sequence of characters as 

攻返也 (“attacked and turned back”), while the Dōka-bon 道果本 (1381), 

Dōshō-bon 道祥本 (1424), and Shun’yu-bon 春瑜本 (1426) manuscripts give 

it as 逃返也 (“turned back and fled”). These instances carry no 

implications as to the location of Yomi, from which the thunder deities 

and forces came and to which they turn back. The Urabe卜部 house 

lineage of manuscripts, beginning with the copy transcribed by Urabe 

Kanenaga 卜部兼永 (1467–1536), however, give the sequence as 坂返也 

(“turned back [at] the border”). Considered in conjunction with the term 

sakamoto (“foot of the slope”; see note 4), this might be seen to imply that 

the Yomi thunder deities and forces, which had been chasing Izanaki 

down a slope, returned up it. In other words, the Urabe manuscripts’ 

rendering might be understood to suggest that Yomi lies at the top of the 

slope. Further, if the thunder deities and forces retreated from the foot of 

the Yomotsu border slope after having descended it, one might also 

conclude that the slope is part of the territory of the Land of Yomi, which 

would also account for the name “Yomotsu border slope.”

　Nishimiya Kazutami 西宮一民 argues that the sequences 攻返也 and 逃

返也 adopted respectively by the Shinpukuji-bon and the other Ise-lineage 

manuscripts are both problematic. He holds that the action of “attack and 

turn back” is improbable and that the graph 逃 (“fled”) likely was adopted 

under the influence of the version of this episode found in Sendaikuji 

hongi 先代旧事本紀. On the grounds that the 攻 of the Shinpukuji-bon is 

graphically close to 坂 (“slope,” “boundary”), in his commentary Nishimiya 

follows the Urabe-lineage manuscripts and opts for 坂返也.（14） 

　From a graphic perspective, 坂 is plausible. It should be noted, however, 
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that choosing it does not necessarily resolve the issue of the location of 

the Land of Yomi. For one thing, the gloss marks of the Urabe 

manuscripts indicate that 坂返也 is to be read as “return at the border” 

(saka yori kaeru). Adopting the term “border” here might indicate the 

point at which the action of “returning” begins, but it would not specify 

the direction of that action. As Yoshino Masaharu 吉野政治 observes, the 

statement that Izanaki reached the “foot of the slope” could mean equally 

that he reached the point where an ascent begins as that it was the point 

where a descent terminates.（15） If the main implication of the term 

yomotsu hirasaka is that it signifies a “border,” that one side of the border 

lies uphill from the other becomes a secondary matter. To sum up these 

issues, opting for the graphs 坂返也 would not lend support to the 

interpretation of Yomi as a place located at the top of a slope (in other 

words, the interpretation of yomi as a morpheme deriving from yama = 

mountain). Yomotsu hirasaka may be considered the “exit” from the Land 

of Yomi, but it does not seem particularly meaningful to judge simply on 

the basis of this passage whether the Land of Yomi lies above or below 

the boundary (is not such a schematization overly simplified?). 

　In this commentary we thus have not adopted any of the graphs found 

in the manuscript versions of the text. As Nishimiya points out, the graph 

攻 found in the earliest extant manuscript, the Shinpukuji-bon, is 

problematic, and it is difficult to accept it as is. On the other hand, the 

form of the graph 逃 found in the other Ise-lineage texts diverges too far 

from that of the Shinpukuji-bon’s 攻 to choose it as an alternative. As for 

the digraph 坂返, the method of transcription seen in Kojiki suggests that 

the reverse sequence of 返坂 would be more likely. We thus have not 

opted for this possibility either. Rather, following Nakamura Hirotoshi’s 中

村啓信 thesis, we have provisionally chosen 扳 (hiku, “to pull”), which in 
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its handwritten graphic form can resemble 攻.（16） Evidence of the 

presence of the graph 扳 in early texts can be found in the dictionary of 

Chinese characters Shinsen jikyō 新撰字鏡 (ca. 900 CE).（17）

7.  “All the verdant blades of grass, the mortals who dwell in the visible 

realm” utsushiki aohitokusa 宇都志伎青人草（18）

　This phrase combines the adjective utsushi (“visible,” “actual”) and the 

noun aohitokusa (“the verdant blades of grass, the mortals”). Some 

interpret it as likening humans living in the present world to lush grass, 

others as characterizing human existence as weak and evanescent.

　 Further comment: What, in fact, are the connotations of the term 

utsushi? Apart from this passage in the Land of Yomi myth, the Kojiki 

includes the following other instances:

　 (1) “The Azumi no muraji 阿曇連 are the descendants of Utsushi 

hikanasaku no mikoto 宇都志日金析命, the child of this Watatsumi no 

kami 綿津見神.” (section on Izanaki’s ablutions)（19）

　 (2) “His alternative name is Utsushi kunitama no kami 宇都志国玉神.” 

(section on the descendants of Susanoo)（20）

　 (3) “Become Utsushi kuninushi no kami 宇都志国主神.” (section on 

Ōanamuji’s visit to the netherworld)（21）

　 (4) “Distressed, [Haruyama no kasumi otoko 春山之霞壮夫 ] told his 

mother [about his elder brother’s failure to do as he had promised]. His 

mother said, ʻIn this, our realm, actions should adhere to the customs of 

the deities. Is it because he follows the customs of the verdant blades of 

grass, the mortals who dwell in the visible realm (utsushiki aohitokusa 

宇都志岐青人草), that he does not give over [what he promised]?’” 

(chronicle of Emperor Ōjin)（22）
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　 (5) “The emperor spoke with fearful reverence: ʻWith awe I address 

the great deity! I did not realize that you might appear manifest in this 

visible realm (utsushi omi 宇都志意美)! ’ He had the myriad officials set 

down their swords and bows and arrows and take off their robes and 

reverently presented these [to the deity].” (chronicle of Emperor 

Yūryaku)（23）

　In the first example, the Azumi no muraji lineage is described as 

worshipping as its ancestral deity (oyagami 祖神) the threefold Watatsumi 

deity that emerged from Izanaki’s purification of himself after escaping 

from Yomi. This is the only occurrence in the Kojiki of the term 

“ancestral deity.” The Azumi no muraji is identified as the descendant (sue 

子 孫) of Utsushi hikanasaku, the child of the Watatsumi deity. It seems 

likely that the attachment of the element utsushi to the name of the entity 

that connects “ancestral deity” and “descendant” is intended to show this 

entity’s function as a link between deities and human beings. This 

passage is also the first of the Kojiki’s “ancestral origin” accounts. The 

combination of these aspects makes it relevant to grasping the Kojiki’s 

view of the continuum between “deity” and “human.”

　Items 2 and 3 are alternative names of Ōkuninushi. As regards item 3, 

many editions modify the nushi 主 of Utsushi kuninushi no kami, 

changing it to tama 玉 (as in item 2). However, based on a critical 

examination of the different manuscripts and contextual reading, we have 

retained the Shinpukuji-bon manuscript’s transcription.（24）

　In the fourth example the elder brother Akiyama no shitahi otoko 秋山

之下氷壮夫 and the younger brother Haruyama no kasumi otoko make a 

wager as to whether the younger brother can win a maiden that both 

desire. The younger brother succeeds in making the maiden his spouse, 
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but the elder brother refuses to give him the items promised in the 

wager, leading their mother to make the statement quoted above. 

Although the elder brother should have adhered to the customs of “our 

realm” (waga miyo 我御世), he likely did not give over the promised items 

because he followed instead the customs of “the verdant blades of grass, 

the mortals who dwell in the visible realm.” The two sets of “customs” 

(narai 習) indicate that the realm of the deities and that of “the verdant 

blades of grass, the mortals,” exist parallel to each other and both have 

the potential to exert influence on the elder brother.

　In the case of item 5, which is part of the story of an encounter between 

Emperor Yūryaku and Hitokotonushi no kami 一言主神, whom the 

emperor does not initially recognize as a deity, various interpretations 

have been advanced as to the meaning of the phonetic transcription 

utsushi omi. An earlier interpretation took omi to correspond to the 

graphs 大身 (“great personage”) and interpreted the phrase as “the great 

personage [Hitokotonushi] who has taken visible form.” This hypothesis 

that omi means “great personage” has been rejected, however, on grounds 

that the conventions of ancient phonetic transcription distinguish between 

the pronunciation of mi rendered as 美 (as in this passage) and mi 

rendered as 身. Current interpretations include the thesis that the phrase 

means “the great spirit (大霊) that has taken visible form,”（25） or “the 

attendants (臣) [of Hitokotonushi] taking visible form.”（26） No one 

interpretation has been accepted as definitive, but this instance can be 

said to differ from the others. Whereas they refer to the “visible realm” 

from the perspective of the deities, in this one Emperor Yūryaku speaks 

of the “visible realm” from the perspective of one who dwells in it. 

Further, although when spoken about from the side of the deities, the 

“visible realm” is something that pertains to human beings, when it is 
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spoken about from the human side, as in the case of item 5, it can pertain 

not only to human beings, but also to deities who have made themselves 

visible. 

　The following example from Nihon shoki confirms this point:

　At this time [Prince Iwarebiko 磐余彦, the subsequent Emperor 

Jinmu,] proclaimed to [his attendant] Michi no omi 道臣, saying, “I myself 

shall call forth Takamimusuhi no mikoto to be worshipped in visible 

form (utsushi iwai 顕斎).”（27） 

　The text adds a gloss specifying that the graphs 顕斎 are to be read 

utsushi iwai. The compilers of the SNKBZ edition append the following 

explanation of this term:

　

　 Utsushi iwai means to worship reverently in such a manner that the 

deity, which in actuality cannot be seen, becomes manifest. Here it 

means concretely that by making himself the repository (tsukibito 憑人) 

for the divine spirit, Jinmu will in his person become Takamimusuhi 

and thereby make manifest the deity to be worshipped.（28）

　Here utsushi is identified as referring to a circumstance in which 

something from the realm of the deities that intrinsically is invisible 

manifests itself in the human realm and takes a visible form. From these 

examples we can understand that within the human realm, utsushi can 

refer to the manifestation of an entity from the realm of deities, whereas 

from the perspective of the latter realm, it pertains to human beings. 

Within the world of the myths, the human realm (the realm of the mortal 

verdant blades of grass) and the realm of the deities exist parallel to each 
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other, and the story of Izanaki’s flight from Yomi probably expresses the 

idea that Izanaki and Izanami oversee human birth and death. In 

declaring to the peaches that they should “come to the aid of all the 

verdant blades of grass, the mortals who dwell in the visible realm of 

Ashihara no nakatsukuni, whenever they fall into peril and lament in 

despair,” Izanaki simultaneously situates the Land of Yomi as the 

destination of the “verdant blades of grass” when they die.

 　 Taniguchi Masahiro, Ancient Japanese Literature

8. Ashihara no nakatsukuni 葦原中国 

　In Kojiki myths, this name, of which this is the first occurrence, 

designates the earthly realm. It also implies that it is perceived as such as 

seen from another realm. The fact that it first occurs in association with 

the expression “all the verdant blades of grass, the mortals who dwell in 

the visible realm” (utsushiki aohitokusa 宇都志伎青人草) suggests a deep 

connection between the two notions. This connection can be seen as well 

in the fact that the alternative names for Ōanamuji (Ōkuninushi 大国主神) 

include both Ashihara no shikoo (see text note 3 above) and Utsushi 

kunitama 宇都志国玉 (or Utsushi kuninushi 宇都志国主 ; see the preceding 

“further comment”).（29） 

Endnotes
（１）　Mibu, “Amaterasu ōmikami no ʻmikashikomi.’”
（２）　Uegaki, Fudoki, SNKBZ 5, pp. 398–401.
（３）　Kojima et al., Nihon shoki, SNKBZ 2, pp. 44–45, 52–53.
（４）　Kojima et al., Man’yōshū, SNKBZ 6, p. 94; SNKBZ 9, p. 403; SNKBZ 6, p. 

357; SNKBZ 8, p. 343; SNKBZ 7, p. 324; SNKBZ 8, p. 63; SNKBZ 8, p. 412; 
SNKBZ 9, p. 214.

（５）　Kojiki gaku 5 (2019), pp. 13, 19; 6 (2020), p. 9 (Japanese original).
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（６）　Yamaguchi and Kōnoshi, Kojiki, SNKBZ 1, pp. 120–21.
（７）　The order of text notes 4 and 5 has been reversed in the translation to 

fit the English syntax. Regarding the issue of the location of Yomi and 
the Yomotsu border slope, see also Kojiki gaku 7 (2021), p. 285 (English 
translation).

（８）　Kojima et al., Nihon shoki, SNKBZ 2, pp. 46–47, 54–55, 56–57.
（９）　Kojima et al., Man’yōshū, SNKBZ 7, p. 94; Kurano and Takeda, Kojiki, 

Norito, NKBT 1, pp. 430–31.
（10）　Kojima et al., Nihon shoki, SNKBZ 2, pp. 52–53.
（11）　Kurano and Takeda, Kojiki, Norito, NKBT 1, pp. 430–31.
（12）　Unasaka appears in the myth of “the luck of the sea and the luck of the 

land” (umisachi yamasachi 海幸山幸), which narrates the story of the 
brothers Hoderi 火照 and Hoori 火遠理, children of Ninigi. Yamaguchi 
and Kōnoshi define unasaka as the “border between the sea world and 
the land of Ashihara no nakatsukuni.” See Yamaguchi and Kōnoshi, 
Kojiki, SNKBZ 1, p. 136n5.

（13）　Kojiki gaku 2 (2016), p. 24 (Japanese original); KKSKK 14 (2022), p. 207 
(English translation).

（14）　Nishimiya, Kojiki shūteiban, p. 36.
（15）　Yoshino, “Yomotsu hirasaka no sakamoto,” pp. 43–44.
（16）　Nakamura, Shinpan Kojiki, p. 33; Takeda and Nakamura, Shintei Kojiki, 

p. 29n23. 
（17）　In vol. 10 of the Tenji-bon 天治本 manuscript. 
（18）　The order of this and the following note have been reversed to fit the 

English syntax.
（19）　Kojiki gaku 2 (2016), pp. 38, 40, 43–44 (Japanese original); KKSKK 14 

(2022), pp. 170, 160–61 (English translation).
（20）　Kojiki gaku 5 (2019), pp. 12–13, 19 (Japanese original).
（21）　Kojiki gaku 6 (2020), pp. 16–17, 20 (Japanese original).
（22）　Yamaguchi and Kōnoshi, Kojiki, SNKBZ 1, pp. 280–81.
（23）　Yamaguchi and Kōnoshi, Kojiki, SNKBZ 1, pp. 348–49. Yamaguchi and 

Kōnoshi interpret this passage to mean: “Since your servant dwells in 
this visible realm, I did not realize it was you!”

（24）　See Kojiki gaku 6 (2020), pp. 16–17, 20. Regarding this issue and the 
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question why the alternative names of Ōkuninushi incorporate the 
element utsushi, see Taniguchi, “Ōkuninushi no kami no ʻmata na’ kisai 
no igi.”

（25）　Nishimiya, Kojiki shūteiban, p. 200n1.
（26）　Mōri, “ʻUtsushiomi’ to ʻutsusemi, utsusomi’ kō.”
（27）　Kojima et al., Nihon shoki, SNKBZ 2, pp. 214–15.
（28）　Kojima et al., Nihon shoki, SNKBZ 2, p. 215.
（29）　Kojiki gaku 5 (2019), pp. 12–13, 19–20; 6 (2020), pp. 16–17, 20 (Japanese 

original).

Chapter 11: The Land of Yomi (III)

　Finally, his sister-spouse Izanami no mikoto herself joined the pursuit, 

whereupon [Izanaki no mikoto] hauled a boulder [so huge] as to require a 

thousand people to haul it on to the Yomotsu border slope and blocked it. 

Confronting each other on either side of the boulder, [Izanami and Izanaki] 

declared their eternal estrangement (1). “Oh, my beloved brother-spouse!” 

said Izanami. “If you do this, every day I will strangle to death one 

thousand of the mortal blades of grass of your land.” “Oh, my beloved 

sister-spouse!” Izanaki proclaimed. “If you do that, every day I will build 

one thousand five hundred parturition huts.” This is why every day one 

thousand people inevitably die and every day one thousand five hundred 

people inevitably are born.

　Because of these events, Izanami is called Yomotsu ōkami 黄泉津大神. 

It is also said that she is called Chishiki no ōkami 道敷大神 because she 

pursued Izanaki. The boulder that blocked the Yomotsu border is called 

Chigaeshi no ōkami 道返之大神 and also Sayarimasu yomotsu to no ōkami 

塞坐黄泉戸大神.（1） Also, it is said that what is called the Yomotsu border 

slope is the present Ifuya border in the land of Izumo (2).
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Text Notes

1. “They declared their eternal estrangement” (kotodo o watasu 度事戸)

　The meaning of the term kotodo 事戸 remains uncertain. Many 

commentators understand it as a formula for breaking conjugal ties 

proclaimed to the opposite party. Such interpretations take the graph 戸 

(literally “door,” “household”) to represent the term “conjuration” (jugon 呪

言). Some commentators, however, take it as referring not to an utterance, 

but a place.

　Further comment: Hypotheses about the meaning of the term kotodo o 

watasu 度事戸 advanced by commentators include the following:

　(1) For spouses to become estranged and go (wataru 度) to live in 

separate households (kototo 別戸 ; Kamo no Mabuchi 賀茂真淵, as cited by 

Motoori Norinaga in Kojiki den 古事記伝).（2）

　(2) A phrase meaning a sign (shirushi 証) of the breaking of conjugal 

ties, or, alternatively, deriving from the practice of the man’s handing 

back to the woman’s family the cithern (norikoto 詔琴) that served as a 

pledge of conjugal ties; kotodo might also be a contracted form of 

kototokegoto 事解言 (declaration of the dissolution of a matter; Motoori 

Norinaga).（3）

　(3) To declare the breaking of conjugal ties, with kotodo meaning 

“different place” (異処 ; Tsugita Uruu 次田潤) or “separate place” (別所 ; 

Nakajima Etsuji 中島悦治).（4）

　(4) Declaration of estrangement, with kotodo meaning “separation” (koto 

別) + “conjuration” (to/do; Ogihara Asao 荻原浅男).（5）

　(5) Pronouncement of a vow, with kotodo meaning “to speak” (言) + the 

particle do = “to proclaim”; Kurano Kenji 倉野憲司).（6）

　(6) A malediction declared to the dead to prevent them from returning 

(“separation” + “conjuration”; Saigō Nobutsuna 西郷信綱).（7）
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　(7) A phrase combining the declaration of the breaking of conjugal ties 

with the separation of the living from the dead (Nishimiya Kazutami).（8）

　(8) A malediction pronounced by one party on another, with the intent 

to break conjugal ties (Kōnoshi Takamitsu 神野志隆光 and Yamaguchi 

Yoshinori 山口佳紀).（9）

　As the above examples show, commentators have taken koto to 

represent variously graphs meaning “lute” (琴), “separate” (別), “different” 

(異), “to speak” (言), and “matter” (事). However, as Kurano Kenji points 

out, no examples can be found in the Kojiki of the graph 事 being used 

phonetically to represent the meaning “separate” or “different.” Similarly, 

as Kōnoshi and Yamaguchi argue, if the compilers had intended to convey 

the meaning of “to speak,” they likely would have used the graph 言. 

Considered in this light, the intended meaning is thus probably that of the 

graph used, 事 (“matter”). Do (戸) has been interpreted variously as 

intended to represent graphs meaning “door”/“household” (戸), “place” (所), 

“words” (言, i.e., “conjuration,” 呪言), or a particle. Since the parameters of 

the Kojiki’s usage of the graph 戸 do not seem that sharply defined, it is 

difficult to reach a definitive conclusion. Most commentators agree that 

watasu here means “to declare” (iiwatasu 言い渡す). Kōnoshi and 

Yamaguchi hold that the context in which the phrase occurs, where 

Izanaki and Izanami are described as “confronting each other,” militates 

against Saigō’s interpretation of it as a malediction directed at the dead 

by the living, but can that be said so definitively?

　The sixth variant of the fifth section of the Age of Deities chapter of 

the Nihon shoki has the phrase “[Izanaki] proclaimed his intent to divorce 

his wife” (kotodo o watashi tamau 建絶妻之誓), and the seventh variant of 

the same section gives the phonetic gloss kotodo 許等度 for the graphs 絶

妻之誓.（10） These renderings would appear to have influenced 
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interpretations of the Kojiki’s 事戸, but the meaning embedded in the 

graphs adopted by the Nihon shoki gives its account of this episode a 

specificity not seen in the Kojiki. Assuming that the “wife” (妻) alluded to 

indicates Izanami, the action described in the Nihon shoki account is also 

much more unidirectional.  

　Regarding usage of the graph 事 (“matter”) in combination with a 

following element, apart from the deity names Ōkoto oshio no kami 大事

忍 男 神 and Kotoshironushi no kami 事 代 主 神, the Kojiki includes four 

instances of the term kotoyosashi 事 依 (“entrust,” “charge with”) and, in 

the chronicle of Emperor Suinin, the instances makoto towazu 真事登波受 

(“unable to speak properly”) and makoto towamu 真事登波牟 (“will speak 

properly”).（11） In all these instances the following element is a verb; there 

are none where the following element is a noun, as appears to be the case 

here with 戸. The term kotoyosashi is also written with the graph 言 

(“word,” “speech”) as 言依 (five instances, as well as one written as 言因). 

The instances makoto 真事 (“true matters,” “properly”) from the chronicle 

of Emperor Suinin may likewise be said to carry a connotation of speech 

(kotoba 言葉).

　As for the alternative possibility that koto here should be understood as 

言, combinations of this graph with a following element in the Kojiki 

again tend to have a verbal construction as the second element. Examples 

are kotodatsureba 言立者 (“if [they] say something particular”; chronicle of 

Emperor Nintoku), kotomuke 言 向 (“direct words to the other party” or 

“make the other party direct words to you”; nine instances); kotomuke 言

趣 (same meaning as with the digraph 言向 ; two instances); kotoage 言挙 

(“proclaim loudly”; chronicle of Emperor Keikō); and kotosaka 言離 (“to 

assert firmly”; chronicle of Emperor Yūryaku). If the search is expanded 

beyond the Kojiki, examples can be found in other texts of terms 
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combining 言 with a noun, such as kotowaza 諺 (“proverb”) or kotodama 

(“[word] spirit”). However, it is open to question whether the koto of 

kotowaza can be equated solely with the graph 言. In the case of kotodama 

as well, one can find examples of the graphic combination 事霊 

(Man’yōshū poems 2506, 3254) as well as 言霊 (Man’yōshū poem 894).

　The Kojiki, it is held, in principle does not use the graph 言 as an 

alternative representation (shakuji 借字) of the graph 事, and the text 

compilers consciously distinguished between the two graphs when using 

both with the reading koto in the same phrase. As mentioned above in 

regard to the phrase makoto 真事 (“true matters,” “[speak] properly”), 

however, in some instances the graph 事 may carry connotations of 

speech. Such instances may be said to involve a movement from words to 

act. Whereas the graph 言 would appear to be used only in regard to 

words, 事 is used to express instances of such movement. It seems 

possible that this also applies in the case of kotodo. 

　Turning to the graph 戸, diverse examples of usage can be found. 

Leaving aside its many appearances in the names of deities and people 

and its use to mean “door,” the following three warrant particular note: 

　(1) “Amenokoyane no mikoto prayerfully beseeched [Amaterasu to 

make] a solemn pronouncement . . .” (Amenokoyane no mikoto futo 

noritogoto hokimōshite 天児屋命布刀詔戸言祷白而 ; Heavenly Rock Cave 

episode)（12）

　The reading of this passage poses a number of significant problems, 

which here I can only touch on briefly. The term norito subsequently 

came to mean a liturgy offered to the deities, but it is questionable 

whether that meaning applies here. Given the usage in Kojiki of the graph 

詔 (mikotonori, “imperial/divine pronouncement”),（13） is not the implication 
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here that Amenokoyane’s action is intended to bring about Amaterasu’s 

“pronouncement,” that it is a prayerful beseeching for her noritogoto? The 

meaning of the to of norito is uncertain. Interpretations of it as referring 

to a conjuration or a location both exist. Some, pointing to the examples of 

the terms tonau (“to intone”) and togoi (“conjuration against another”), take 

to as meaning “words,” but terms such as hoto (genitals), kumido (a place 

to seclude oneself),（14） and minato (harbor), suggest it could also be 

interpreted as “place.” In the case of this particular passage opinions 

divide as to whether the graph 言 should be considered as attached to the 

preceding 詔戸 or not. If might be argued that its presence immediately 

following 戸 militates against interpreting the latter graph as having to 

do with words. On the other hand, if it is seen as implying “place,” norito 

here would mean “place to hear the deity’s words,” which would not fit 

readily in the context.

　(2) “Thereupon the myriad deities conferred together and levied a 

penalty of one thousand expiatory items (chikura no okito 千位置戸) on 

Susanoo; cut his beard, fingernails, and toenails; had [his wrongdoings] 

dispelled; and expelled him with a divine expulsion.” (Heavenly Rock 

Cave episode)（15）

　Chikura no okito (“one thousand expiatory items”) refers to the penalty 

levied as part of the process of dispelling wrongdoings. Okito may have 

originally indicated the place where the items were placed and evolved to 

mean the items as such. In this context it clearly means the objects to be 

offered up.

　(3) The third example occurs in the story from the chronicle of 

Emperor Ōjin of the elder brother who fails to pay his younger brother a 
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wager after the latter wins a maiden both had pursued (see above, pp. 211–

13). Angry at her elder son, their mother took a “bamboo stalk of one node 

from an island in the Izushi 伊 豆 志 River, made a coarse eight-meshed 

basket, [in which she placed] stones from the river mixed with salt and 

wrapped in leaves from the bamboo.” She then placed the basket on the 

hearth and had the younger brother “pronounce a conjuration” 

(togowashimete) in which he declared that the elder brother should 

flourish and wither in turn like these objects. When the elder brother, 

having fallen ill and withered, pled with his mother, she had the 

“conjuration items” (togoito 詛戸) handed over to him.（16） Here, as with the 

preceding chikura no okito, to is used in reference to items of a special 

magical nature.

　Examination of the examples of the graph to 戸 in the Kojiki show that 

it sometimes indicates a place that acts as a boundary and other times 

objects of a magical nature. The morphology of the first example above of 

norito 詔戸, consisting of a verb + to, would appear to be similar to that of 

okito 置戸 in the second example and togoito 詛戸 in the third, where to 

carries the sense of a magical object. Although the to in norito does not 

have to do with a concrete object, it might pertain to the content of the 

words to be pronounced. On the other hand, from the perspective of 

graphic representation, what separates Amaterasu, the source of the 

anticipated “pronouncement” (nori 詔), from the other deities, is the “rock 

cave” (iwaya no to 石屋戸). It is thus also possible that norito 詔戸 here 

contains a graphic reference to the boundary marked by the cave.

　The account of Ōkuninushi’s visit to the netherworld contains yet 

another pertinent instance of the graph 戸 : 

　 [Ōkuninushi] took hold of [Susanoo’s] hair and tied [strands of] it to 
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each of the rafters of the chamber. He blocked the door to the chamber 

(muro no to 室戸) with a boulder [so large as to require] five hundred 

people to haul it. Carrying his wife Suseribime 須勢理毗売 on his back, 

he seized the great deity’s sword of life and bow and arrows of life and 

his heavenly resounding cithern (ame no norigoto 天詔琴), and fled. The 

heavenly resounding cithern happened to brush against a tree, and the 

earth quaked and rang.（17）

　The to of the “door to the chamber” here has the meaning of “portal,” 

but the setting, with Ōkuninushi blocking it with a “boulder requiring 

five hundred people to haul it” and then fleeing has several features in 

common with the kotodo passage. Although Susanoo is ultimately able to 

get past this boulder, the blocking of the door with a boulder serves to 

separate two different realms, and in this sense to in this passage 

resembles the to in both kotodo and iwayato.

　The following account in the tenth variant of the fifth section of the 

Nihon shoki may bear on the expression kotodo:

　Pursuing Izanami, Izanaki reached the place where she was. 

Addressing her, he said, “I have come because I grieved for you.” “My 

kin (ugara 族),” Izanami responded, “do not look upon me.” Izanaki did 

not do as she said and observed her. Ashamed and resentful, Izanami 

thereupon said, “You have seen my true state. I will thus look at your 

true state.” Izanaki then felt shamed and sought to go back. However, 

instead of going back directly without saying anything, he declared a 

vow: “Our kinship is severed!” He also declared, “I will not be defeated 

by my kin!” The deity that [emerged from] his spit was named 

Hayatama no o 速玉之男. The deity that next [emerged when the 
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pollution of Yomi] was swept away was named Yomotsu kotosaka no o 

泉津事解之男. There were two deities in total. When he then battled 

with his sister-spouse at the Yomotsu border slope, Izanaki declared, 

“How weak of me to have first grieved and longed for my kin!” The 

road guardian of Yomi then said, “[Izanami] has a statement: ʻI have 

already borne the lands with you. Why should I further seek to live? I 

will stay in this land and will not return with you.’” Thereupon Kukuri 

hime no kami 菊理媛神 made a statement. Hearing it, Izanaki praised it 

and departed.（18）

　In this variant, on the occasion of Izanaki’s and Izanami’s estrangement 

Izanaki declares “Our kinship is severed!” and “I will not be defeated by 

my kin!” and the deity who sweeps away the evils of the Land of Yomi is 

named Yomotsu kotosaka no o. The editors of the SNKBZ version of 

Nihon shoki explain kotosaka 事解 as meaning “to leave behind (saru 避る) 

or to separate oneself (sakaru 離 る) from a matter or words. The name 

means ʻmale deity who oversees separation from the affairs of the Land of 

Yomi, breaking the relationship.’”（19） It is a deity name that carries a 

meaning close to that of kotodo o watasu. It would seem that Norinaga’s 

hypothesis that kotodo might be a contracted form of kototokegoto 事解言 

bears reconsideration.（20）

 Taniguchi Masahiro, Ancient Japanese Literature

2.  “The Ifuya border in the land of Izumo” (Izumo no kuni no 

Ifuyasaka 出雲国之伊賦夜坂)

　In Iya 揖屋, in the town of Higashi-Izumo 東出雲町, city of Matsue 松江, 

Shimane 島根 Prefecture, is a shrine of the same name. A site long said to 

be the remains of the Yomotsu border slope can be found in the same 
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area. Regarding the Iya Shrine, the section in the Izumo no kuni fudoki 出

雲国風土記 on the district of Ou 意宇 lists an Ifuya no Yashiro 伊布夜社,（21） 

and the Engi shiki jinmyōchō 延喜式神名帳 lists an Iya Jinja 揖屋神社.（22） 

The chronicle of Empress Saimei 斉明 in the Nihon shoki, fifth year (659 

CE), states that the Izumo governor (kuni no miyatsuko 国造) was 

commanded to repair a shrine (some commentators take this to refer to 

the Kumano Taisha 熊野大社, located in Matsue 松江, others the Izumo 

Taisha 出雲大社). The narration continues with the statement that “a fox 

bit the end of a creeper which a laborer of the district of Ou 於友 held in 

his hand, and went off with it. Moreover, a dog brought in his mouth a 

dead man’s hand and forearm and laid it in the Ifuya 言屋 Shrine. (These 

were signs that the Empress was about to die.)”（23） It is hard to tell 

whether the compilers intended to connect the strange actions of the fox 

and the dog to the preceding statement about repair of a shrine, but the 

mention of Ifuya Shrine in the account of these inauspicious events 

suggests that people associated it with the realm of death. 

　We don’t know what present location might correspond to the Ifuya 

border, nor what intention the compiler might have had in giving a 

specific place name. The implications of this toponym should be 

considered in conjunction with references to Mt. Hiba 比婆山, which the 

Kojiki has previously identified as the place where Izanami no kami was 

buried.（24）

Endnotes
（１）　These deity names all have a descriptive character that reflects the 

role played in this episode. Izanami’s alternative names mean “great 
deity of Yomi” and “great deity of the road.” The boulder’s names mean 
“great deity who turns people back” and “great deity who blocks the 
Yomi portal.” (TN)
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（２）　Motoori Norinaga, Kojiki den, MNZ 9, p. 255.
（３）　Motoori Norinaga, Kojiki den, MNZ 9, pp. 255, 458–59.
（４）　Tsugita, Kojiki shinkō, pp. 64–65; Nakajima, Kojiki hyōshaku, p. 64.
（５）　Ogihara, Kojiki, jōdai kayō, p. 66n8.
（６）　Kurano, Kojiki zenchūshaku, vol. 2, pp. 263–65.
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Chapter 12: Ablutions (I)

　Thereupon, Izanaki no ōkami 伊耶那伎大神 (1) said: “What a hateful, 

hateful, filthy land (2) I have been to! Let me perform ablutions [to remove 

the pollution] (3) from my person.” Arriving at [the plain] of Awagihara 阿

波岐原 by the Tachibana 橘 river-mouth in Himuka 日向 in Tsukushi 竺紫 

(4), he performed ablutions and [rites of] dispelling (3).

　From the staff he cast aside, a deity named Tsukitatsu funado no kami 

衝立船戸神 (5) came into existence. Next, from the sash he cast aside, a 

deity named Michi no nagachiha no kami 道之長乳歯神 (6) came into 

existence. Next, from the sack (7) he cast aside, a deity named 

Tokihakashi no kami 時量師神 (8) came into existence. Next, from the 

robe he cast aside, a deity named Wazurai no ushi no kami 和豆良比能宇

斯 能 神 (9) came into existence. Next, from the trousers he cast aside, a 

deity named Chimata no kami 道俣神 (10) came into existence. Next, from 

the cap he cast aside, a deity named Akigui no ushi no kami 飽咋之宇斯能

神 (11) came into existence. Next, from the bracelet he wore on his left 

arm and cast aside (12), a deity named Okizakaru no kami 奥疎神 came 

into existence; next, Okitsu nagisabiko no kami 奥津那芸佐毗古神 ; next, 

Okitsu kaibera no kami 奥津甲斐弁羅神 (13). Next, from the bracelet he 

wore on his right arm and cast aside, a deity named Hezakaru no kami 辺

疎神 came into existence; next, Hetsu nagisabiko no kami 辺津那芸佐毗古

神 ; next, Hetsu kaibera no kami 辺津甲斐弁羅神 (14).

　The twelve deities named above, from Funado no kami to Hetsu kaibera 

no kami, were all born (15) when [Izanaki no ōkami] removed objects he 

had worn on his person.
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Text Notes

1. Izanaki no ōkami 伊耶那伎大神

　The title attached to Izanaki’s name is not uniform in the ablutions 

episode (chapters 12 and 13) and the following episode of the division of 

realms among the three noble offspring (chapter 14). In the ablutions 

episode it varies in the order: “ōkami” 大神, “mikoto” 命, “ōmikami” 大御神, 

and then again “ōkami” 大神. Although one cannot with certainty ascribe 

a particular intent to this variation, it may reflect the following 

considerations. In the immediately preceding passage, the title “ōkami” is 

ascribed not only to Izanami (identified additionally as “Yomi no ōkami” 

and “Chishiki no ōkami”), but also to the boulder that blocked the 

Yomotsu border, which is named as Chigaeshi no ōkami 道返之大神 and 

Sayarimasu yomotsu to no ōkami 塞坐黄泉戸大神. Referring to Izanaki 

here also as “ōkami” may be intended to align with that usage.

　At the beginning of the episode of the division of realms among the 

three noble offspring, Izanaki is first referred to once again as “mikoto.” 

Then, after he has allocated the realms, he is named as “ōmikami.” 

Presumably this is to align his title with that of Amaterasu, who was born 

from him and who is identified as such. At the end of this episode Izanaki 

is again named as “ōkami,” perhaps because it is in the context of 

describing his enshrinement (chinza 鎮座) in Taga 多賀 in Ōmi 淡海.（1） It 

would appear that the Kojiki typically ascribes the title “ōkami” to deities 

identified as being enshrined somewhere. This may be the reason why 

the deities appearing in the second volume of the Kojiki are all referred 

to as “ōkami.”
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2.  “A hateful, hateful, filthy land” (ina shikome shikomeki kitanaki 

kuni 伊那志許米、志許米岐穢国)

　The morphology of ina shikome can be deconstructed as the particle 

ina (an interjection meant to express negative emotions) + the word shiko 

(“hateful/stalwart”) + the suffix me. The last two elements form the stem 

of the adjective shikomeshi, the attributive (rentaikei 連体形) form of 

which is shikomeki. All instances of the word shiko in the Kojiki are 

transcribed phonetically, with each graph representing a single sound, as 

in the terms yomotsu shikome 予母都志許売 (yomotsu hags) and Ashihara 

no shikoo 葦原色許男 (“the hateful/stalwart man of Ashihara,” the name 

Susanoo assigns Ōanamuji).（2） Along with these phonetic transcriptions of 

shiko, the graph 醜, meaning “ugly,” can also be found in the Kojiki. The 

later episode of the sisters Konohana no sakuyabime and Iwanagahime in 

the Ninigi narrative, for instance, relates that “[Ninigi], horror-stricken by 

the extreme ugliness (ito minikuki 甚 凶 醜) of the elder sister, sent her 

back.”（3） The graph likewise appears twice in the chronicle of Emperor 

Suinin 垂仁, in the episode of the four daughters of the prince of Taniha 

丹波 : “As [the two younger sisters] were extremely ugly (ito minikuki 甚

凶醜), [the emperor] sent them back to their father”; “[I will be put to 

shame if those nearby learn] that I have been rejected and sent back 

because my appearance is ugly (katachi minikuki 姿醜).”（4） In these 

instances, the graph 醜 is read minikushi, not shiko. 

　The Nihon shoki uses the graph 醜 to transcribe the epithet Ashihara 

no shikoo 葦 原 醜 男, which might be taken to suggest some association 

between the word shiko and the graph 醜. In other instances, however, 

the Nihon shoki, too, appears to avoid use of the graph 醜 to transcribe 

the term shiko. In the sixth variant of the fifth section of the Age of 

Deities chapter, for example, it renders the expression “most miserable 
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and filthy” as ina shikome kitanaki 不 須 也 凶 目 汚 穢, and a gloss in the 

seventh variant confirms the phonetic reading.（5） An almost identical 

expression appears in the first variant of the ninth section, in which the 

deity Ama no oshihomimi no mikoto 天忍穂耳尊, standing on the Heavenly 

Floating Bridge, observes the land below and declares: “This land has not 

yet been pacified. It is a most unpleasant, miserable land (ina kabushi 

shikomeki no kuni 不須也頗傾凶目杵之国).”（6） The use of a phonetic 

transcription in the last two examples instead of the graph 醜 raises 

doubts as to whether the word shiko should be equated with this graph. 

　As noted in the text notes to chapter 10 (see above, pp. 217–18), the word 

shiko occurs in numerous Man’yōshū poems as well: shiko no masurao 鬼

之益卜雄 (“this stalwart man”) in poem 117 (book 2); shiko no shiko gusa 鬼

乃志許草/鬼之志許草 (“these hateful weeds”) in poems 727 (book 4) and 

3062 (book 12); shiko hototogisu 志許霍公鳥/四去霍公鳥 (“this hateful 

cuckoo”) in poems 1507 (book 8) and 1951 (book 10); oya no shiko ya ni 小

屋之四忌屋尓 (“this miserable hut”) and shiko no shiko te o 鬼之四忌手乎 

(“these miserable, miserable hands”) in poem 3270 (book 13); shikotsu okina 

no 之許都於吉奈乃 (“that hateful old man”) in poem 4011 (book 17); shiko 

no mitate 之 許 乃 美 多 弖 (“your stalwart guardian”) in poem 4373 (book 

20).（7） None of these poems use the graph 醜 to render shiko, although it 

is possible to see the graph 鬼 (ki, ghost) found in several as a simplified 

form of 醜.

3.  “Performed ablutions [to remove pollution]” (misogi 禊); “performed 

ablutions and [rites of] dispelling” (misogi harae 禊祓)

　The term misogi has been interpreted as “dousing (sosogu 滌) the body” 

or “dousing with water,” with the phoneme mi equated respectively with 

“body” (身) and “water” (水). In both instances misogi has been held to 
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mean purification by washing pollutions from the body with water. Other 

theories have also been advanced, such as that the term derives from 

misoki 身削き (scraping the body) or misosoki 水注き (pouring water), but 

the grounds for these are not well established. Yoshii Iwao 吉井巌 holds 

that the act of misogi served not only to remove pollutions, but also 

sought to use the spiritual power of water to infuse a new vitality.（8） 

Harae 祓, by contrast, originally referred to the dispelling of wrongdoings 

through the presentation of expiatory items. Although in principle the 

two terms misogi and harae thus referred to different acts, in practice the 

distinction between the two was often ignored.

　Does the fact that the Kojiki uses both the graph 禊 and the digraph 禊

祓 in this passage reflect a conflation of misogi 禊 and harae 祓, or does it 

carry some other significance? The other instances where these graphs 

figure in the Kojiki are as follows:

　(1) “[The myriad deities] cut [Susanoo’s] beard, fingernails, and 

toenails; had [his wrongdoings] dispelled (haraeshimete 令祓而); and 

expelled him [from Takamanohara] with a divine expulsion.” (Heavenly 

Rock Cave episode)（9）

　(2) “[Having realized that Emperor Chūai 仲哀 was dead, people were] 

startled and frightened. They had [the emperor’s corpse] placed in a 

mortuary hall. Further, great offerings (ōnusa 大 奴 佐) were collected 

throughout the land. A search was conducted for all kinds of 

wrongdoings (tsumi 罪), such as flaying [animals] alive or backwards, 

destroying the ridges between paddy fields and filling in the ditches, 

defecating [in sacred places], incest, and bestiality with horses, cows, 

chickens, or dogs. And a great dispelling of the wrongs of the land (kuni 

no ōharae o shite 為国之大祓而) was held.” (Chronicle of Emperor 
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Chūai)（10）

　(3) “Takenouchi no sukune no mikoto 建内宿禰命, leading the prince 

[the future Emperor Ōjin], decided to perform ablutions (misogi semu to 

shite 為将禊而).” (Chronicle of Emperor Chūai)（11）

　(4) “[After having killed Sobakari 曽婆訶理, Mizuhawake no mikoto 水

歯別命 ] said: ʻToday we will make a stop here and perform ablutions 

(misogi o shite 為祓禊而). Tomorrow we will continue on to worship at 

the shrine.’” (Chronicle of Emperor Richū 履中)（12）

　Examples 1 and 2 use the single graph 祓, while example 3 uses 禊. 

Example 4, like the present passage, has the digraph 祓禊. In example 1, 

which describes the expulsion of Susanoo from Takamanohara, 祓 is a 

means for expiating his wrongdoings. Example 2 likewise conjoins 祓 with 

the dispelling of wrongdoings. In example 3, the Empress Jingū 神功 had 

sought to protect her son by having it put about that he was dead and 

transporting him on a funerary ship. It is hypothesized that 禊 here was 

intended to cleanse the prince of the pollution resulting from the 

association with death. The combination of the two graphs 祓禊 in 

example 4 has been interpreted diversely. Some, reading the combination 

simply as misogi, hold that Mizuhawake no mikoto (the brother of 

Emperor Richū and himself the future Emperor Hanzei 反正) performed 

ablutions to purify himself of the pollution resulting from his having 

killed a Hayato 隼人 guard named Sobakari. Sobakari had previously 

served Richū’s rival, another brother, Suminoe no nakatsu miko 墨江中王, 

and Mizuhawake had convinced him to murder this brother. Nishimiya 

Kazutami, on the other hand, holds that the graph 祓 is used here in 

addition to 禊 to clarify that Mizuhawake no mikoto’s ablutions were 

intended not only to remove the pollution that had accrued to his own 
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person, but also to dispel the wrongdoing committed by the slain 

Sobakari, who had murdered his master, Suminoe no nakatsu. Nishimiya 

thus reads the digraph as harae misoki shite (“dispelled [wrongdoings] and 

performed ablutions”). In short, some take the position that the digraph 

represents a conflation of the two characters and read it as either misogi 

or harae; others assume that each graph bears a distinctive meaning and 

seek to disambiguate them by assigning each a specific reading.

　As for the account of Izanaki’s actions after his escape from Yomi, the 

text first uses the graph 禊 by itself and describes its purpose as 

removing the pollution of the “hateful” and “filthy” land of Yomi. In the 

second instance, where the text uses both graphs in combination, is it not 

pointing to the two different actions that follow? In those, Izanaki first 

repeatedly “casts aside” (nageutsu 投棄) objects that he wore or carried; 

next (in the subsequent chapter), he repeatedly washes away the 

pollution. 

　It might also be noted that the Kojiki tends to use the terms harae and 

misogi in situations involving the advent of a new representative of the 

imperial line. This is true not only of this passage, which describes the 

birth of the three noble offspring, but also of the four examples cited 

above: Amaterasu’s emergence from the Rock Cave (example 1), Ōjin’s 

birth (example 2), Ōjin’s advent as the incipient emperor (example 3), and 

Hanzei’s emergence as the future emperor (example 4).

　The Nihon shoki includes two versions of this episode. The sixth 

variant of the fifth section of the Age of Deities chapter states: “[Izanaki 

said,] ʻI have been to a most hateful and filthy land! Let me wash the 

pollution from my person (mi no kegare o susugi saramu 当滌去吾身之濁

穢).’ Thereupon, he set out, and when he reached [the plain] of Awagihara 

by the Tachibana river-mouth in Himuka in Tsukushi, he performed 
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ablutions and dispelled [the pollution] (misogi harae tamau 祓 除 焉).”（13） 

The tenth variant states: “[Izanaki], seeking to wash away and dispel those 

pollutions (susugi harawamu to omoishi 欲濯除), went and looked at the 

straits of Awanoto 粟門 and Hayasuinato 速吸名門. However, the sea 

currents of these two straits were extremely rapid. He thus returned to 

the Tachibana river-mouth and dispelled and washed away [the pollutions] 

(harai susugi tamau 払濯也).”（14） Neither variant uses the graph 禊. On the 

other hand, the gloss marks of early manuscript copies of the Nihon shoki 

such as that made by Yoshida Kanekata 吉田兼方 in 1286 indicate that 

the graphs 祓除 of the sixth variant are to be read as misogi harae. This 

rendering, which assigns the reading misogi to the graph 祓, is retained 

in modern editions such as that cited here. Its provisional acceptance 

points to a conflation of the terms misogi and harae.

　The Nihon shoki contains two examples of the graph 禊. The first 

occurs in the chronicle of Emperor Richū (fifth year, tenth month), where 

the emperor levies “the expiation of evil, the expiation of good” (ashiharae 

yoshiharae 悪解除・善解除) on a wrongdoer and sends him “to the cape of 

Nagasu 長渚 to perform dispelling [rites] and ablutions (harae misokashime 

tamau 令祓禊).”（15） The second occurs in the chronicle of Emperor Tenmu, 

in the statement that in the spring of the seventh year of his reign, “in 

preparation for worshipping the celestial and terrestrial deities, great 

rites of dispelling and ablutions were conducted throughout the entire 

realm (ame no shita kotogotoku ni ōharae su 天下悉祓禊之).”（16） In most 

instances the Nihon shoki uses the graphs 解除 (“remove and dispel”) to 

render the term harae. 

　 For reference, Man’yōshū poems that incorporate the graphs 祓 or 禊 

include the following: 
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　 (1) “If only I could have journeyed to the distant Heavenly River 

Plain and performed ablutions (misogite mashi o 禊身而麻之乎)!” (MYS 

420: an elegy on the death of Prince Iwata 石田 by Princess Niu 丹生)（17） 

　 (2) “Trailed by rumors of my relationship with you, I will go to my 

native place to perform ablutions (misogi shi ni yuku 禊身為尓去) in the 

River Asuka 明日香 !” (MYS 626)（18）

　(3) “I will go to the Mitsu 三津 shore, beyond Tatsuta 竜田, to perform 

ablutions (misogi shi ni yuku 禊身四二由久).” (MYS 626, variant)（19）

　(4) “[If I had known beforehand] I would have gone to that Saho 佐保 

River where plovers cry, taken the roots of the sedge that grows on the 

rocks, and used it as the fern for dispelling (haraete mashi o 解除而益乎). 

I would have performed ablutions (misogite mashi o 禊而益乎) with the 

rushing water...” (MYS 948)（20）

　 (5) “The ablutions (misogi shite 身祓為) I performed by the beautiful 

clear river to pray for long life are all for you, my love.” (MYS 2403)（21）

　Further comment (I): Readings and interpretations of the graphs 禊 

and 禊祓. Kamo no Mabuchi argued that the Kojiki clearly distinguished 

between the acts of 禊 and 禊祓 that figure in this passage. In his Kojiki 

tōsho 古事記頭書 he added the following headnote to the phrase 御身之禊 

(read in the present version as mimi no misogi, “ablutions [to remove the 

pollution] from my person”): “Misogi means to purify by washing away 

with water; harae means to purify by dispelling. The two are similar but 

separate. Here the action is ʻdispelling’; misogi comes next.”（22） Regarding 

the subsequent term 禊 祓 (read in the present version as misogi harae, 

“performed ablutions and [rites of] dispelling”), he added the following 

headnote to his own transcription of the 1644 printed edition of the Kojiki: 

“That the text here has 禊祓 is because it first speaks of both actions; 
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next it speaks of harae and then next of misogi. Those who do not 

understand that the text first sets out these two characters as two 

[different actions] and read them simply as harae are mistaken.”（23） 

Mabuchi does not add a reading to the graphs 禊祓 in his transcription of 

the 1644 printed edition, but in his Kanagaki Kojiki 仮名書古事記, he gives 

the reading harai misogi.（24） The 1644 printed edition itself gives two 

different readings: harai tamau to the right side of the graphs and harai 

misogi tamau to the left.（25）

　In his commentary in Norito kō 祝詞考 (Thoughts on the Norito 

Liturgies) on the Great Purification (Ōharae) liturgy, Mabuchi remarks as 

follows: 

　 In the Kojiki, harae 祓 refers to Izanaki’s action at the Tachibana 

river-mouth in the land of Tsukushi of removing and casting aside the 

things he wore on his person so as to purify himself of the pollution 

adhering to him from his visit to Yomi. It means to dispel and drive 

away pollution. Next he submerged himself in the ocean current and 

rinsed (sosogi tamau 滌給ふ) his person. This is called misogi 身滌 and 

means to wash and rinse away the pollution that has accrued to one’s 

person. These two actions are the origin of [the practice of] harae 

misogi.（26）

　Mabuchi’s argument requires some reading between the lines, but he 

seems to have understood the initial description of Izanaki’s intent to 御身

之禊 as referring to an act of harai and the subsequent description of his 

action of 禊祓 at the Tachibana river-mouth as referring to an act of 

misogi. It is thus somewhat strange that he assigns the reading misogi to 

御身之禊 rather than harai. (By contrast the 1644 printed edition assigns 
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the first instance the reading harai sen to [“intend to engage in harai”] and 

Watarai Nobuyoshi 度会延佳 gives it the reading harae in his Gōtō Kojiki 

鼇頭古事記.（27）) Judging, however, from Mabuchi’s reading of 禊祓 as 

harai misogi, he took Izanaki to have first engaged in harae by removing 

his clothes and casting them aside and to have then performed misogi by 

rinsing his body with water. He thus followed this sequence in adopting 

the reading harai misogi for 禊祓. For reference, Nobuyoshi read the same 

digraph as misogi.

　Norinaga reads the 禊 of 御身之禊 as harai. As the reason for this he 

comments: 

　Since the preceding graphs 御身之 [are read ōmima no], the reading 

misogi would duplicate the same sound. Although there would be no 

problem with this, as can be seen from examples such as mite no tamaki 

御手之手纏 (the bracelet on his arm), here the reading is probably harai. 

As this harai subsequently becomes misogi, the terms refer to the same 

thing.（28）

　 This reading of harai follows the practice common from the time of the 

1644 printed edition of Kojiki, but it seems likely that Norinaga is also 

following Mabuchi’s interpretation that Izanaki first engaged in harai and 

then performed misogi.

  Matsumoto Hisashi 松本久史, Early Modern Kokugaku and Shinto Studies 

　Further comment (II): 禊 and 祓.　In the Kojiki, Izanaki’s performance 

of misogi and harae after his visit to Yomi results in the birth of deities, 

including Yaso magatsuhi no kami 八十禍津日神, Ōmagatsuhi no kami 大

禍津日神, Kamu naobi no kami 神直毗神, Ōnaobi no kami 大直毗神, the 
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threefold Watatsumi sea deity, and the threefold Suminoe deity. The 

culmination is the birth of the three noble offspring (Amaterasu, 

Tsukuyomi, and Susanoo). The misogi and harae following Izanaki’s return 

from Yomi (in other words, contact with the dead), thus occupies an 

extremely important place within the overall development of the Kojiki 

narrative. 

　The corpses of the dead putrefy. As Pascal Boyer has pointed out, this 

phenomenon evokes in humans a natural fear of contamination and a 

sense of revulsion, and religious practices to avoid the “pollution” of death 

are found widely throughout the world.（29） In the case of the Japanese 

archipelago, the section on the people of Wa in the History of Wei (third 

century CE) notes, “after the burial all the household members go into the 

water and wash and pour water over themselves. It is like the [Chinese 

funerary practice] of wearing white mourning garments and bathing 

(lianmu 練沐).” This can be interpreted as evidence of a perception of 

contact with the dead as “polluting” and a practice of washing that 

pollution away with water. The Kojiki’s description of Izanaki declaring 

“Let me perform ablutions [to remove the pollution] from my person” and 

his subsequent misogi at Awagihara may be said to be of a piece with the 

History of Wei account. A custom existing since at least the third century 

of purification through ablutions to remove pollution arising from contact 

with the dead has been woven into a crucial point in the Kojiki narrative.

　By contrast, harae in the Kojiki and Nihon shoki consistently refers to 

the offering of objects in compensation for wrongdoing (tsumi). In the 

Heavenly Rock Cave episode in the Kojiki, “one thousand expiatory items” 

(chikura no okito) are levied on Susanoo for having committed 

wrongdoings such as “destroying the ridges between the paddy fields and 

filling in the ditches.”（30） In the corresponding passage in the third variant 
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of the seventh section of the Age of Deities chapter of the Nihon shoki, 

this is described as “levied [on Susanoo] one thousand expiatory items to 

dispel (harae 解除) [his wrongdoing].” The text further suggests a 

connection with the Great Purification/Great Dispelling (ōharae 大祓) rite, 

stating that “[the deities] had Ame no koyane 天児屋 preside over and 

recite the solemn liturgy of dispelling (harae no futonorito 解除之太諄

辞).”（31） The Kojiki passage on the death of Emperor Chūai lists a series 

of wrongdoings that are largely the same as the “wrongdoings of the land” 

(kunitsutsumi 国津罪) found in the Engi shiki 延喜式 Great Purification 

liturgy (see pp. 191–92 above). Referring to the expiatory items as “great 

offerings collected throughout the land,” the passage states that “a great 

dispelling of the wrongs of the land” (kuni no ōharae 国之大祓) was 

conducted.

　The earliest reference to the Great Dispelling / Great Purification rite 

as such appears in the following passage from the Nihon shoki for the 

fifth year of the reign of Emperor Tenmu (676), eighth month, sixteenth 

day: 

　 The emperor proclaimed: “A great rite of dispelling wrongs (ōharae 

大解除) is to be held in all corners of the land. The governors (kuni no 

miyatsuko 国造) of each province should ready the items to be used. 

The expiatory items are to be one horse and one length of hempen 

cloth. In addition, each district official should supply one long sword, 

one deerskin, one large hoe, one short sword, one sickle, one set of 

arrows, and one sheaf of rice. Each household should supply one bunch 

of hemp.”（32）

　 The items named coincide with those stipulated in the Jingi ryō 神祇令 
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section of the Yōrō 養 老 code (718) as the offerings to be made for the 

Great Dispelling/Great Purification rites, and the proclamation of 676 can 

be seen as an important step in the formulation of the ritsuryō-period 

version of those rites. It has also been argued that the core of the content 

of the later Great Purification liturgy may have been established in this 

same period.（33）

　As with misogi, harae was also deeply related to water. Kōtai jingū 

gishiki chō 皇太神宮儀式帳 (804) states that at the Ise Shrines the Great 

Purification prior to the twice-yearly Tsukinami 月次 rites was conducted 

at the Watarai 度会 River.（34） The Great Purification liturgy notes at the 

end that the diviners of the four provinces were ordered to take the hemp 

wands used in the purification “to the great rivers and dispel” the 

wrongdoings.（35） Herein presumably lies the reason why misogi and harae 

came to be seen as conjoined.

　Compilation of the Kojiki and Nihon shoki and the systematization on 

the state level of the harae rites epitomized by the Great Purification alike 

took place during Tenmu’s reign at the end of the seventh century. Is it 

not likely that efforts to systematize the rite and situate it within the 

framework of state ceremonial were also accompanied by attempts to 

coordinate it and the myths recorded in Kojiki and Nihon shoki? 

    Sasō Mamoru 笹生衛, Archaeology and Ancient Japanese History

　Further comment (III): The historical development of harae.

　 In addition to the passages cited in the preceding note and comments, 

the Nihon shoki includes several other instances where the term harae (解, 

祓除, 解除) is used in the sense of items offered in expiation for 

wrongdoing.（36） It is only in later sources, however, that we can see clear 

indications of the evolution of the “great rite of dispelling wrongs” (ōharae) 
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first proclaimed under Tenmu into the Great Purification performed 

regularly twice a year on the last day of the sixth and twelfth months.

　Aoki Kigen 青木紀元, who has written about the historical evolution of 

harae, has hypothesized as follows about its relationship to misogi:（37） 

Originally misogi and harae were of a fundamentally different character, 

with misogi referring to a process of purification by washing pollution 

away by water and harae to the levying of expiatory items on a 

wrongdoer. At the time of Tenmu, the “great rite of dispelling wrongs” 

was created as a means of reestablishing social order and bringing about 

the renewal of the state through a grand sweeping away of all the wrongs 

committed throughout the land. Subsequently this rite took shape as the 

Great Purification performed annually on the last day of the sixth and 

twelfth months. In this process, harae increasingly took on a moral and 

religious character as a rite to remove spiritual impurities and physical 

misfortunes. It thus came to be seen as something similar to misogi, and 

eventually the two became fused. In addition, the promulgation of the 

penal codes meant that the rectification of wrongdoings fell under the 

purview of its provisions, and the earlier function of harae in this context 

lost its significance except in matters concerning the deities.

    Mizoguchi Yūki 溝口優樹, Ancient Japanese History

4.  “[The plain] of Awagihara by the river-mouth of Tachibana in 

Himuka in Tsukushi” (Tsukushi no Himuka no Tachibana no odo no 

Awagihara 竺紫日向之橘小門之阿波岐原).

　The corresponding passage in the sixth variant of the fifth section of 

the Age of Deities chapter of the Nihon shoki places the element “river-

mouth” before the name Tachibana: Tsukushi no Himuka no odo no 

Tachibana no Awagihara 筑紫日向小戸橘之檍原.（38） The tenth variant 
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gives the sequence simply as Tachibana no odo 橘 之 小 戸 without any 

indication of the larger geographic locale.（39） In the giving birth to the 

land episode, the island of Tsukushi (Tsukushi no shima 筑紫嶋) was the 

fourth offspring produced by Izanaki and Izanami, and one of the “lands” 

it comprised was the land of Tsukushi (Tsukushi no kuni 筑紫国).（40） It 

might be thought that the name Tsukushi appears here alone in 

combination with Himuka, without any descriptive complement such as 

“island” or “land,” so as not to specify a particular locale. Similarly, when 

the Heavenly Grandson Ninigi descends from Takamanohara, it is to a 

place described as Tsukushi no Himuka no Takachiho no Kujifurutake 竺

紫日向高千穂之久士布流多気 (“the peak of  Kujifurutake at Takachiho in 

Himuka in Tsukushi”), and in this instance as well, neither “island” nor 

“land” is attached to the name Tsukushi.（41）

　However, if the compilers wished to avoid specifying a particular locale, 

they could have omitted “Tsukushi,” and simply referred to Himuka. 

Presumably their intent was rather to use Tsukushi in the general sense 

of Kyushu and thereby to connect the ablutions episode to that region in 

the same way as the narration connects the myth of the Land of Yomi to 

the land of Izumo. Considering that the Kojiki explicitly identifies the 

Yomotsu border slope—the site where Izanaki emerges from the Land of 

Yomi—with the land of Izumo, the compilers likely chose “Himuka in 

Tsukushi” as the place appropriate for Izanaki to perform ablutions after 

leaving the realm of pollution associated with Izumo. The same narrative 

pattern of “from Izumo to Himuka” can be seen subsequently in the 

transition from the account of the pacification of Ashihara no nakatsukuni 

(which takes place in Izumo) to that of the descent of the Heavenly 

Grandson. Himuka assumes significance because it serves both as the 

locale for the birth of Amaterasu and the other heavenly deities and as 
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the place to which the Heavenly Grandson descended.

　The name Tachibana 橘 (also the name of a kind of orange, Citrus 

tachibana) is presumably linked to the “ever-shining” fruit that the 

emissary Tajimamori 多遅摩毛理 brings back from the eternal world 

(Tokoyo 常世) in the chronicle of Emperor Suinin.（42） Odo—literally “small 

gate”— probably indicates the mouth of a river where the latter meets 

the sea. In the fourth variant of the tenth section of the Age of Deities 

chapter of the Nihon shoki, an old man named Shiotsutsu no oji 塩筒老翁 

leads Ninigi’s son Honoori no mikoto 火折尊 to a place described as “the 

Tachibana river-mouth” (Tachibana no odo 橘之小戸) from where Honoori 

sets off for the palace of the sea deity.（43） 

　 In short, this place was apparently understood as a threshold to the 

other world, and it is presumably for this reason that it was also seen as a 

place appropriate for removing pollutions. The implications of the name 

Awagihara are unclear.

　 Further comment: Odo no Awagihara. Kada no Azumamaro 荷田春満 

held that the site of this episode was the province of Chikuzen 筑前 

(modern-day Fukuoka Prefecture) and that there was a Mt. Tachibana in 

that province: “These places called Odo and Mt. Tachibana in Tsukushi 

still remain now in the province of Chikuzen. There is also still a place 

called Awagi in Shima district.”（44） It may be pertinent that one of his 

disciples, Aoyama Toshifumi 青山敏文, was the priest of Taga 多賀 Shrine 

in Naokata 直方 in Chikuzen. Kaibara Ekiken 貝原益軒 (1630–1714) had 

already made the same point in his gazetteer of Chikuzen, Chikuzen no 

kuni zoku fudoki 筑前国続風土記, and had hypothesized that Odo was 

situated in Kasuya 糟屋 district.（45） It is not clear, however, whether 

Azumamaro had seen this work.

　In Kojiki den Motoori Norinaga posited that the graphs 日向 could be 
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read as either himuka or himukai. The first would refer to the province 

name Himuka (Hyūga) whereas the second would mean a place facing the 

sun. He adopts provisionally the former reading, but notes that there is no 

place called Tachibana no odo in the province of Himuka. He also 

introduces Ekiken’s hypothesis in passing.（46）

　  Matsumoto Hisashi, Early Modern Kokugaku and Shinto Studies

5. Tsukitatsu funato no kami 衝立船戸神

　The graphs 衝立 (“to strike and erect”) may be linked to the staff that 

Izanaki casts aside. If so, tsukitatsu may mean to stand a staff in the 

ground. One hypothesis is that funato has the same meaning as kunato 

and refers to a bend in the road. Some hold that this deity and the 

following six are road deities, while others see them as connected to 

Izanaki’s escape from the Land of Yomi. Conversely, other commentators, 

Norinaga among them, interpret kunato to mean “do not pass here” (来勿

処).（47） The sixth variant of the fifth section of the Age of Deities chapter 

of the Nihon shoki refers to a deity named Funato no kami 岐神 (the 

characters mean “crossroads deity”; the seventh variant gives the gloss 

funato). The ninth variant links a deity of this name to the border deity 

(sae no kami 祖神): “This deity is called Funato no kami 岐神. His original 

name is Kunato no sae no kami 来名戸之祖神.”（48）

6. Michi no nagachiha no kami 道之長乳歯神

　 Michi no nagachi means “long road”; the use of it here may reflect an 

association between a road extending in the distance and a long sash. It is 

held to allude also to the length of the road that Izanaki took to escape 

from the Land of Yomi. The meaning of ha 歯 is unclear. Saigō Nobutsuna 

and Nishimiya Kazutami hypothesize that the term is nagachiiwa and that 
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it may mean a boulder (iwa 磐).（49） The compilers of the Nihon shisō taikei 

edition and Nakamura Hirotoshi interpret ha to be “end” or “edge” (hashi 

端).（50） In the sixth variant of the fifth section of the Age of Deities 

chapter of the Nihon shoki, this deity appears under the name Nagachiha 

no kami, transliterated as 長道磐神.（51）

7. “Sack” (mifukuro 御嚢)

　The Urabe Kanenaga-bon 卜部兼永本 manuscript (1522), Watarai 

Nobuyoshi’s Gōtō Kojiki, and Motoori Norinaga’s Kojikiden give the graph 

mo 裳 (skirt) instead of fukuro 嚢 (sack).（52） Some commentators follow 

them, but others object that mo would not be appropriate as Izanaki’s 

attire as it is a garment generally worn by women. Here we preserve the 

graph 嚢 (sack) that appears in the Shinpukuji-bon manuscript. 

Presumably it was an object that people carried with them when they 

traveled.

8. Tokihakashi no kami 時量師神

　The characters used here are those given in the Shinpukuji-bon 

manuscript. The Dōka-bon 道 果 本 (1381), Dōshō-bon 道 祥 本 (1424), and 

Shun’yu-bon 春瑜本 (1426) manuscripts add next to this deity name the 

annotation “the [Sendai] kuji hongi [先代] 旧事本紀 [gives this name as] 時

置 師.” The Dōka-bon even uses the latter characters in the text proper. 

Like the Shinpukuji-bon manuscript, the Urabe-line 卜部 manuscripts 

from the Kanenaga-bon on give the characters 時量師神. The 1644 printed 

edition, Watarai Nobuyoshi’s Gōtō Kojiki, and Nagase Masaki’s 長瀬真幸 

Kokun Kojiki 古訓古事記 (1803), by contrast, change them to 時置師神, as 

does Norinaga, who reads the graphs as Tokiokashi no kami. In line with 

using the graph for skirt instead of sack, as explained in the preceding 
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note, Norinaga interprets tokiokashi as derived from tokioku 解き置く (“to 

undo and spread out”), with toki 時 (time) being used as an alternative for 

the homophone toki 解き (“to undo”).（53） Numerous commentators have 

subsequently rendered this name as 時置師神. Interpreting 時 as a 

phonetic alternative for 解き is plausible, as the graph’s literal meaning of 

“time” is hard to make sense of in this context. Although we have retained 

here the graph hakaru 量 (“weigh,” “calculate”) used by both the 

Shinpukuji-bon and the Kanenaga-bon, the issue remains of how to 

interpret it. One hypothetical possibility would be to see it as a 

homophone for hakashi 放 (“to release”), with the combination tokihakashi 

meaning “undo.” An obstacle to this approach, however, is the lack of 

attested examples of hakashi meaning “to release.” Some suggest that 

hakasu may correspond to the causative form of the verb haku 佩く (“to 

wear,” “to put on”), but that, too, does not match the context.

9. Wazurai no ushi no kami 和豆良比能宇斯能神

　The name identifies this deity as the master (ushi) of calamities, 

hardships, and disarray. Presumably Izanaki dispelled these things 

together with removing his robe and casting it aside. In the sixth variant 

of the fifth section of the Age of Deities chapter of the Nihon shoki, this 

deity appears under the name Wazurai no kami, transliterated as 煩神.（54）

10. Chimata no kami 道俣神

 A deity worshipped at bifurcations where a road splits in two. The name 

is held to allude to the fact that the trousers (hakama) that Izanaki cast 

aside—and from which this deity came into existence—are also split in 

two.
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11. Akigui no ushi no kami 飽咋之宇斯能神

　The name identifies this deity as the master (ushi) of eating to the point 

of satiation (kuiakiru 食い飽きる). The name may derive from the image 

of a wide open mouth associated with a cap (the item of clothing from 

which this deity came into existence). Saigō Nobutsuna holds that this 

name may express the idea of a deity who gulps down wrongdoings and 

pollutions. Nishimiya Kazutami suggests that it implies that the hags of 

Yomi ate so many bamboo shoots and wild grapes that they were 

satiated.（55） In the sixth variant of the fifth section of the Age of Deities 

chapter of the Nihon shoki, this deity appears under the name Akigui no 

kami, transliterated as 開囓神.（56）

12. “[Izanaki no ōkami] cast aside” (nageutsuru 投棄流)

　 The ablutions passage contains multiple repetitions of Izanaki’s casting 

aside an object. Except for the instance where he casts aside the bracelet 

he wore on his left arm, all are expressed by the digraph 投 棄 (“throw 

away,” “cast aside”). This instance alone includes the additional element 

流 (投棄流). If the latter formulation appeared at the beginning of the 

series, it might be held, as has been argued, that the graph 流 was added 

as a phonetic marker for the conjugated verb ending -ru of the verb 

nageutsuru. Since the single instance of this anomalous trigraph appears 

halfway through the series, however, questions remain.  

　 To be sure, inconsistencies in the transliteration of verb endings occur 

elsewhere in the Kojiki. For instance the syntagm araburu kami (“the 

deities that act wildly”) is sometimes rendered as 荒神, other times as 荒

夫琉神. It may be plausible to see the trigraph 投棄流 as a comparable 

example of inconsistency in transliteration. This inconsistency may not, 

however, have existed from the time of compilation. Rather, a reading 
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gloss added at some stage of repeated transcription may subsequently 

have been erroneously incorporated into the text. It thus might have been 

appropriate to have deleted it in preparing this edition, but as all the 

extant major manuscripts incorporate it, we have retained it as well.    

13.  Okizakaru no kami 奥疎神, Okitsu nagisabiko no kami 奥津那芸佐毗

古神, and Okitsu kaibera no kami 奥津甲斐弁羅神

　 The graph 奥 oku (“back,” “interior”) can be interpreted here to mean 

oki 沖, “offing.” The deity name Okizakaru no kami 奥疎神 thus means “to 

move far away from the coast.” Nagisa 那芸佐, in the second deity name, 

can be interpreted as meaning “as far as waves reach,” in other words, the 

boundary between land and sea. The element kai 甲斐 from the third 

theonym has been variously interpreted as equivalent to kai 峡 (“gorge,” 

“ravine”), [k]ai 間 (“distance,” “interval”), or kai 貝 (“shellfish”). The element 

i in these latter terms, however, is a kō-type vowel sound, whereas i [hi] 

rendered as 斐 is an otsu-type vowel sound. Such equations are thus not 

compatible with the conventions of ancient phonetic transcription. 

Nishimiya Kazutami argues that kai here may be the nominalized form of 

the upper bigrade (kami nidan 上二段) verb kau 交ふ (“to cross,” “to 

intersect”) and that it thus may refer to the intersection of two 

elements.（57） If this is the case, the same graphs 甲斐 in the land of Kai 甲

斐国 would presumably have the same meaning. If we adopt the thesis of 

Ide Itaru 井手至 that bera 弁羅 derives from heri 縁 (“edge”),（58） Kaibera 

no kami would refer to a deity of the borders. 

14.  Hezakaru no kami 辺疎神, Hetsu nagisabiko no kami 辺津那芸佐毗

古神, and Hetsu kaibera no kami 辺津甲斐弁羅神

　 He 辺 means “coastline,” which basically subsumes nagisa and kaibera 
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as well. Hezakaru no kami means a deity who moves far away from the 

boundary between land and sea.

15. “Deities . . . all were born” (umeru kami 所生神)

　The deities who appeared as the result of Izanaki’s performance of 

ablutions originated either from the objects this deity wore, or from his 

washing of his body. The preceding text describes them as deities who 

“came into existence” (naru 成). The relationship between a deity who 

caused the emergence of another deity and the deity that emerged is not 

that of parent and child. Yet the summations of both the first half and the 

second half of the ablutions passage refer to the deities figuring in it as 

all having been “born” (umeru 生). The same mode of description can also 

be found in the later contest of oaths (ukei) between Amaterasu and 

Susanoo.（59） 

　By categorizing as “parent-child” a relationship that was not originally 

such, this narrative mode underwrites the existence of a blood lineage. 

This is of particular moment in the later “three noble offspring” passage, 

which establishes Amaterasu, Tsukuyomi, and Susanoo as Izanaki’s 

children after they are initially described as having come into existence 

when he washed his eyes and nose.（60） The ukei episode similarly makes 

explicit that the deity Ame no oshihomimi no mikoto 天忍穂耳命 (the 

father of Ninigi no mikoto) and the other four male children produced 

through the contest are Amaterasu’s progeny.（61）
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（53）　Motoori Norinaga, Kojiki den, MNZ 9, pp. 266–67.
（54）　Kojima et al., Nihon shoki, SNKBZ 2, pp. 46–48.
（55）　Saigō, Kojiki chūshaku, vol. 1, pp. 206–207; Nishimiya, Kojiki, p. 352.
（56）　Kojima et al., Nihon shoki, SNKBZ 2, p. 48.
（57）　These two elements in this case would be the land and the sea. 

Nishimiya, Kojiki, p. 352.
（58）　Ide, Yūbunroku, p. 273.
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（59）　See Kojiki gaku 3 (2017), pp. 27–28 (Japanese original). In that passage, 
too, the deities that come into being from objects belonging to 
Amaterasu and Susanoo are initially described as “having come into 
existence” (nareru) and subsequently referred to as “having been born” 
(umeru). (TN) 

（60）　Kojiki gaku 2 (2016), pp. 39–40 (Japanese original); KKSKK 14 (2022), p. 
170 (English translation).

（61）　See Kojiki gaku 3 (2017), pp. 27–28 (Japanese original).

Chapter 13: Ablutions (II)

　Thereupon, [Izanaki no mikoto] said: “The upper current is strong. The 

lower current is weak.” He first immersed himself in the middle current, 

and when he rinsed himself, a deity named Yasomagatsuhi no kami 八十

禍津日神 came into existence. Next Ōmagatsuhi no kami 大禍津日神 (1) 

came into existence. These two deities came into existence from the 

pollution that [adhered to Izanaki] when he visited that most polluted 

land. Next, so as to rectify the calamities [they brought], a deity named 

Kamunaobi no kami 神直毗神 came into existence. Next Ōnaobi no kami 

大直毗神 (2) came into existence. Next, Izunome 伊豆能売 (3). Note: three 

deities altogether.

　Next, when Izanaki rinsed himself in the depths, a deity named Sokotsu 

watatsumi no kami 底津綿津見神 came into existence (4) . Next 

Sokotsutsunoo no mikoto 底筒之男命 came into existence (5). Next, when 

he rinsed himself in the mid-water, a deity named Nakatsu watatsumi no 

kami 中津綿津見神 came into existence. Next Nakatsutsunoo no mikoto 中

筒之男命 came into existence. Next, when he rinsed himself in the surface 
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water, a deity named Uetsu watatsumi no kami 上津綿津見神 came into 

existence. Next Uwatsutsunoo no mikoto 上筒之男命  came into existence. 

The Azumi no muraji 阿曇連 lineage (6) honors the threefold Watatsumi 

sea deity as its ancestral deity. The Azumi are the descendants of Utsushi 

hikanasaku no mikoto 宇都志日金析命 (7), the child of this Watatsumi 

deity. The three deities Sokotsutsunoo no mikoto, Nakatsutsunoo no 

mikoto, and Uwatsutsunoo no mikoto are the great threefold deity of 

Suminoe 墨江.

　Then, when [Izanaki] washed his left eye, a deity named Amaterasu 

ōmikami 天照大御神 came into existence. Next, when he washed his right 

eye, a deity named Tsukuyomi no mikoto 月読命 came into existence. 

Next, when he washed his nose, a deity named Susanoo no mikoto 須佐之

男命 (8) came into existence. 

　Note: The ten deities (9) from Yasomagatsuhi no kami to Haya susanoo 

no mikoto were all born when [Izanaki] rinsed himself.

Text Notes

1.  Yasomagatsuhi no kami 八十禍津日神 and Ōmagatsuhi no kami 大禍

津日神

　 Maga means “bent,” as in the compound magatama 勾玉 (curved bead), 

and, as such, is the counterpart of the term nao 直 (“straight”). In this 

particular instance, maga carries the sense of “calamity.” In the 

subsequent account of the pacification of the land, the heavenly deity 

Takagi no kami 高木神 declares “Magare 摩賀礼!” (“[May this arrow] bring 

[him] calamity!”) as he hurls back an arrow misused by Amewakahiko 天

若日子. The arrow hits and kills Amewakahiko.（1） The stem maga in that 

instance seems to correspond to the sense of maga in the two theonyms in 

this passage. In the sixth variant of the fifth section of the Age of Deities 
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chapter of the Nihon shoki, Yasomagatsuhi no kami is transliterated as 

八十枉津日神.（2）

　The chronicle of Emperor Ingyō 允恭 in the Kojiki states that “[the 

emperor] had a cauldron placed on the Kotoyasomagatsuhi spur of 

Amakashi hill (Amakashi no kotoyasomagatsuhi no saki 味白檮言八十禍津

日前) [and conducted an ordeal by boiling water (kugatachi)] so as to 

determine the [correct] names and titles of the chiefs of the myriad 

lineages throughout the realm that serve the court.”（3） Amakashi no 

kotoyasomagatsuhi no saki is presented here as a geographical location, 

with the name presumably deriving from its being the site where a 

kugatachi-type ritual was performed to correct the myriad errors 

(kotoyasomaga) in the names and hereditary titles claimed by the lineages 

attached to the court. (Kugatachi entailed plunging one’s hand into a 

cauldron of boiling water to test the truth of a claim.) Hi here appears to 

express a spiritual force, as with hi in musuhi.（4）

　The statement that Yasomagatsuhi and Ōmagatsuhi “came into 

existence from the pollution (kegare 汗垢) that [adhered to Izanaki] when 

[he] visited that most polluted (kegare shigeki 穢繁) land” may perhaps be 

understood to mean that these deities had already formed in Izanaki’s 

body during his visit to the land of Yomi and were released into the 

outside world when he doused himself with water at the Tachibana river-

mouth. 

2. Kamunaobi no kami 神直毗神 and Ōnaobi no kami 大直毗神

　These nao (“straight,” “rectifying”) deities are the counterpart to the 

maga deities described in the previous note. They also appear in norito 

such as the Ōtonohogai 大殿祭 liturgy for praying for the safety of the 

palace: “May any oversight in [these] words of celebration and pacification 
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be seen and rectified (minaoshi), heard and rectified (kikinaoshi) by 

Kamunaobi no mikoto and Ōnaobi no mikoto.”（5） A similar phrasing 

occurs in the Mikadohogai 御門祭 liturgy for exorcising the four gates of 

the palace: “May any fault in [my] words be seen and rectified, heard and 

rectified by Kamunaobi and Ōnaobi.”（6） This suggests that these deities 

were believed to rectify something imperfect or erroneous and restore it 

to its proper state. In the Heavenly Rock Cave (ame no iwaya 天の石屋) 

episode Amaterasu is described as not blaming her brother Susanoo for 

his violent behavior, but instead seeking to rectify the situation (naoshi) 

with a solemn declaration (mikotonori 詔).（7） This rectification, intended 

to make it possible to proceed with the rituals being conducted, would 

seem to be of the same nature as those figuring in the norito liturgies. It 

would thus appear that the Naobi deities were understood to be endowed 

with the power to restore things to their proper state when something 

anomalous occurred during a ritual, enabling its successful conclusion. 

　In the sixth variant of the fifth section of the Age of Deities chapter of 

the Nihon shoki, Kamunaobi no kami is transliterated as 神 直 日 神 and 

Ōnaobi no kami as 大直日神.（8） 

3. Izunome 伊豆能売

　The entity of this name (which suggests a female figure) appears 

together with Kamunaobi no kami and Ōnaobi no kami as those charged 

with rectifying the maga calamities, but without any title such as kami or 

mikoto. Some hypothesize that this entity is not a deity but someone who 

performs rites of worship to a deity. This supposition rests on the premise 

that Izunome can be equated with the title Itsuhime 厳媛 (literally 

“reverence[-offering] maiden”) in a passage from the chronicle of Emperor 

Jinmu in the Nihon Shoki. In this passage Prince Iwarebiko (the 
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subsequent Emperor Jinmu), having pacified Yamato, proclaims to his 

loyal associate Michi no omi: “I myself shall call forth Takamimusuhi no 

mikoto to be worshipped in visible form. I appoint you the celebrant of 

this ritual and give you the title Itsuhime.”（9） 

　An alternative hypothesis is that Izunome may be linked to Ōmiyanome 

no mikoto 大宮売命, a deity described in the Ōtonohogai norito as “using 

words to rectify and calm” (kotonaoshi yawashi 言直し和し ) along with 

Kamunaobi no mikoto and Ōnaobi no mikoto.（10） This deity figures in the 

Kogo shūi 古語拾遺 as Ōmiyanome no kami 大宮売神. The text describes 

her as serving Amaterasu and as worshipped at the court as a deity who 

uses words to rectify and soften relations between the emperor and his 

ministers.（11） Kurano Kenji equates Kogo shūi’s Ōmiyanome no kami with 

Kojiki’s Izunome.（12） Although the grounds for this equation are not 

definitive, the fact that a female deity figures together with Kamunaobi 

and Ōnaobi in the Ōtonohogai norito may be linked to the similar 

presence of Izunome in the Kojiki.

4.  Sokotsu watatsumi no kami 底 津 綿 津 見 神, Nakatsu watatsumi no 

kami 中津綿津見神, and Uetsu watatsumi no kami 上津綿津見神

　These three sea (watatsumi) deities formed when Izanaki rinsed himself 

in the depths, the mid-water, and the surface water respectively. The 

term watatsumi appeared earlier within the theonym Ōwatatsumi no kami 

大 綿 津 見 神 (“great sea deity”), listed as one of the deities produced by 

Izanaki and Izanami.（13） The threefold Watatsumi deity mentioned here is 

identified as the ancestral deity of the Azumi no muraji. The demarcation 

of this deity into a triad associated with the depths, mid-water, and 

surface parallels the preceding reference to three currents (upper, middle, 

and lower) and the following account of the production of the three noble 
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offspring, Amaterasu, Tsukuyomi, and Susanoo. It may indicate a 

deliberate intent to arrange the elements appearing in the second half of 

the ablutions episode in groups of three. If so, the addition of Izunome to 

the two Naobi deities may have been intended, as Saigō Nobutsuna 

proposes, to align them with this triadic pattern. That only the two 

Magatsuhi deities do not fit this pattern is perhaps because of their 

generation from the pollution of the Land of Yomi.

5.  Sokotsutsunoo no mikoto 底筒之男命, Nakatsutsunoo no mikoto 中筒

之男命, and Uwatsutsunoo no mikoto 上筒之男命 

　In the same manner as the preceding Watatsumi deity, three Tsutsunoo 

deities are also formed when Izanaki rinses himself in the depths, the 

mid-water, and the surface water, each appearing after its Watatsumi 

counterpart. Subsequently they are identified as the great threefold deity 

of Suminoe 墨江, enshrined at Sumiyoshi 住吉 shrines, including the three 

major Sumiyoshi shrines at Naniwa 難波 (Osaka), Hakata 博多 (Fukuoka), 

and Anato 穴門 (Shimonoseki). 

　The meaning of tsutsu here remains uncertain (the character 筒 itself 

usually carries the meaning of “tube” or “pipe”). Some take it as equivalent 

to “soil” (tsuchi 土), others equate it with the element tsutsu in the term 

for the evening star (yūtsuzu/yūzutsu 夕星, namely, Venus) and see it as 

alluding to the star that helps to determine the course of navigation. 

Others equate it with the possessive particle tsu つ plus tsu 津 meaning 

port and take it as a reference to the deity of the harbor where ships 

dock. Others interpret it as the possessive particle tsu plus chi 霊, 

meaning “the spirit of...” Nishimiya Kazutami argues that it refers to the 

guardian deity of a ship. He bases this theory on the fact that tsutsu 筒 is 

also the term for a wooden block that supports the main mast in 
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traditional Japanese ships; objects embodying the deity (funadama 船玉) 

are placed in holes at the bottom of the block.（14） Although Nishimiya 

finds this to be the most plausible interpretation, we feel it better to leave 

the matter open.

　Further comment: The great threefold Suminoe deity. From 

Tsukitatsu funato no kami (the first deity produced after Inazaki’s escape 

from Yomi) to the three noble offspring, the three Tsutsunoo deities are 

the only ones among the deities mentioned in the ablutions passage apart 

from the three noble offspring to play an active part in the subsequent 

narrative. As the great threefold deity of Suminoe (Suminoe no mimae no 

ōkami 墨江之三前大神), they figure in Empress Jingū’s expedition to Silla. 

But although the Kojiki describes the Suminoe deity’s role in the 

expedition in some detail, it unusually does not touch at all upon the 

lineage affiliated with it. 

　The great deity of Suminoe was enshrined at the Sumiyoshi Taisha at 

Naniwa, where the Tsumori 津守 priestly lineage long was responsible for 

its rites. The Sumiyoshi taisha jindaiki 住吉大社神代記 describes the 

shrine’s origins and the Tsumori lineage’s relation to it as follows: “The 

three martial deities Uwatsutsunoo 表筒男, Nakatsutsunoo, and 

Sokotsutsunoo issued instructions, saying, ʻOur calm spirit (nigimitama 和

魂) should be installed at the flourishing great port of Nunakura 渟中倉 in 

the land of Nagaokao 長岡峡 so as to protect the boats that go to and fro.’ 

Tamomi no sukune 手搓足尼 [the ancestor of the Tsumori no muraji 津守

連 lineage] was thus charged with its worship.”（15）

　Prior to this account’s composition, the chronicle of Jingū’s regency in 

the Nihon shoki had already recounted that Homutachi 践立, the ancestor 

of the Anato no atai 穴門直 lineage and Tamomi no sukune 田裳見宿禰, 

the ancestor of the Tsumori no muraji lineage, had called on Jingū to 
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“settle upon the lands where the deity [of Suminoe] wishes to dwell and 

its worship there.” As a result Homutachi was charged with performing 

rites to the deity’s impetuous spirit (aramitama 荒魂), and a shrine was 

erected at the village of Yamada 山田 in Anato.（16） The same Nihon shoki 

passage implicitly establishes a link between the Tsumori lineage and the 

great deity of Suminoe. However, like the Kojiki, the Nihon shoki does not 

directly elaborate on the link between the Tsumori and the deity. Its only 

allusion to the connection is the passage in the sixth variant of the fifth 

section of the Age of Deities chapter—the sole reference in the Nihon 

shoki to the birth of the Suminoe deity—that states “This Sokotsutsunoo 

no mikoto, Nakatsutsunoo no mikoto, and Uwatsutsunoo no mikoto are the 

great [threefold] deity of Sumiyoshi.”（17） The Nihon shoki account of 

Empress Jingū’s expedition to Silla identifies four deities involved with it 

(the impetuous spirit of Amaterasu, Wakahirume 稚日女, Kotoshironushi 

事 代 主, and the calm spirit of the three Tsutsunoo deities) and records 

that they are enshrined respectively in the lands of Hirota 広田, Ikuta no 

nagao 活田長峡, Nagata 長田, and the great port of Nunakura in the land 

of Nagao 長峡. It also identifies those who were charged with conducting 

rites to the first three of these deities. In contrast to the parallel passage 

in Sumiyoshi taisha jindaiki, however, it does not mention who should 

conduct the rites to the calm spirit of the Tsutsunoo deities.（18）

　In this way the Kojiki and Nihon shoki both avoid spelling out the 

relationship between the great threefold Suminoe deity (the three 

Tsutsunoo deities) and the Tsumori lineage. Nevertheless, the Tsumori 

were unquestionably a notable lineage that is mentioned repeatedly in the 

Nihon shoki, Shoku Nihongi 続日本紀, and Man’yōshū. For instance, 

Tsumori no muraji Komanako 己麻奴跪 figures in reports of diplomatic 

relations in the fifth year of the reign of Emperor Kinmei 欽明 (544); 
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Tsumori no muraji Ōama 大海 figures in such reports in the first year of 

the reign of Empress Kōgyoku 皇極 (642); Tsumori no muraji Kisa 吉祥 

figures in such reports in the fifth year of the reign of Empress Saimei 斉

明 (659). A passage from the thirteenth year of Tenmu’s reign (684) notes 

that in the wake of the reshaping of the system of kabane 姓 titles the 

Tsumori no muraji was one of the lineages along with the Azumi no 

muraji to be granted the new kabane title of sukune.（19） The Kojiki, 

however, which includes numerous passages concerning ancient lineages, 

makes no mention of the Tsumori.　

　Various reasons might be adduced to explain this situation. One is that 

the Kojiki does not refer to Hoakari no mikoto 火明命, whom the Shinsen 

shōjiroku 新撰姓氏録 (815) gives as the ancestor of the Tsumori lineage in 

its list of the “deity lineages” of Settsu Province. (The Engi shiki 延喜式 

list of deities and shrines [927] records the deities of the two Ōama 大海 

shrines in Sumiyoshi District, Settsu Province, as the lineage deity of the 

Tsumori.) That alone, however, would not seem to be the entire reason.

　Saigō Nobutsuna has suggested that “it is likely that only the name 

ʻgreat threefold Suminoe deity’ is mentioned and not who is charged with 

its worship because people already clearly knew who (i.e., the Tsumori) 

was responsible.”（20） Nishimiya Kazutami holds that it was because the 

court appointed the shrine priest.（21） On the other hand, Ochiai Hidekuni 

落合偉洲 has argued that it likely was because the connection between 

the Tsumori lineage and the Suminoe deity was not so close as that 

between the Azumi no muraji lineage and the threefold Watatsumi deity 

and because the Tsumori were not the only lineage serving as priests at 

Sumiyoshi Taisha.（22）

　All these hypotheses have points to recommend them, but here I would 

like to consider a little further the possible background as to why the 
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Kojiki does not refer to the relationship between the Tsumori and the 

Suminoe deity even though, as Saigō observes, at the time the Kojiki was 

compiled the Tsumori were well known as a lineage charged with the 

deity’s worship. One clue might be found in the account of Oto tachibana 

hime 弟橘比売, the consort of Yamatotakeru 倭建. Almost all the Kojiki’s 

many passages concerning ancient lineages record genealogies and 

marriage relations. Most have to do with events involving the lineage’s 

founder or the origins of an imperial consort, and such information is 

given for virtually all imperial consorts. Oto tachibana hime stands as an 

exception where this information is lacking. The Nihon shoki identifies 

her as coming from the Hozumi 穂積 lineage,（23） but the Kojiki does not 

refer to her origins. Tanaka Motoki 田中智樹 has argued that this is 

because the Kojiki sought to avoid presenting her self-immolation by 

casting herself into the sea, which calmed the waves and enabled 

Yamatotakeru to carry out his mission,（24） as the merit of a particular 

lineage.（25） Might not similar considerations be at work in the treatment 

of the Suminoe deity?

　The great threefold Suminoe deity is born, along with the threefold 

Watatsumi deity, immediately before the three noble offspring. In the 

chronicle of Emperor Chūai the Kojiki describes the Suminoe deity as 

carrying out “the will (mikokoro 御心) of Amaterasu.” It goes on to note 

that during the expedition to Silla, when the king of Silla submitted to 

Jingū’s forces, “she posted her staff at the gate of the ruler of Silla, made 

the tumultuous spirit of the great Suminoe deity the tutelary deity, 

worshipped and enshrined it, and returned back across the sea.”（26） It is 

plausible to assume that the Kojiki did not record a connection between 

the Suminoe deity and an individual lineage because the deity displayed 

such extraordinary powers to ensure the expedition’s success. 
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　In the Kojiki, the Suminoe deity is “born” through Izanaki’s rinsing 

himself. After the birth of the three noble offspring, Izanaki declares, “I 

have borne child after child, and at the end of giving birth, I have 

obtained three noble offspring.”（27） Seen from this perspective, the 

Suminoe deity is a child of Izanaki in the same manner as the three noble 

offspring. In the chronicle of Emperor Chūai the Kojiki further emphasizes 

this deity’s connection with Amaterasu. One might surmise that the 

compilers chose not to record anything about the lineage charged with 

worship of the Suminoe deity so as to focus attention on the part played 

in the Silla expedition by this deity who was a sibling of the three noble 

offspring. At the time of the Kojiki’s compilation, the role of the Tsumori 

lineage as performers of rites to the Suminoe deity was known just as 

was that of the Azumi no muraji lineage as performers of rites to the 

threefold Watatsumi deity and the Munakata 胸形 lineage as performers 

of rites to the threefold Munakata deity.（28） For the compilers, however, 

enhancing the import of the events surrounding the Silla expedition was 

more crucial than recording the existence of the Tsumori.

　 Ono Asami 小野諒巳, Early Japanese Literature

6. “The Azumi no muraji lineage” (Azumi no muraji 阿曇連)

　Azumi is a lineage name and muraji a hereditary title (kabane) 

associated with service to the court. An item in the Nihon shoki from the 

tenth month, thirteenth year of the chronicle of Emperor Tenmu (684) 

describes the consolidation and reorganization of the earlier multitude of 

kabane into a new hierarchy of eight titles as follows: 

The kabane titles of the various lineages have been reorganized. Eight 

[new] forms of kabane have been created, and order has been brought to 
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the myriad kabane [that existed previously] in the realm. The first rank 

is mahito 真人. The second is asomi 朝臣. The third is sukune 宿祢. The 

fourth is imiki 忌寸. The fifth is michinoshi 道師. The sixth is omi 臣. 

The seventh is muraji 連. The eighth is inaki 稲置.（29） 

　Another item from the twelfth month of the same year states that fifty 

lineages had been granted the new title of sukune, including the Azumi.（30） 

The description in this passage of the Kojiki of the Azumi as holding the 

title of muraji rather than sukune indicates that it follows the kabane titles 

used prior to the adoption of the new system in 684. 

7. Utsushi hikanasaku no mikoto 宇都志日金析命

　This deity is identified both as the child of the threefold Watatsumi sea 

deity and as the ancestral deity of the Azumi no muraji lineage. After 

explaining that the Azumi no muraji lineage “honors the threefold 

Watatsumi deity as its ancestral deity (oyagami 祖神),” the Kojiki further 

states that the Azumi no muraji are “the descendants” (sue 子孫) of 

Utsushi hikanasaku no mikoto. Among the Kojiki’s distinctive features is 

that it puts greater emphasis than does the Nihon shoki on identifying the 

deities that figure in it as the ancestor of one lineage or another. This is 

the first of these “ancestral identifications.” The graph 祖 (“ancestor”) 

occurs widely within the Kojiki. Notably, however, this is the only 

instance of the specific term oyagami and of the further description of the 

lineage in question as the “descendant” of the deity. This is perhaps 

related to the fact that it is the first of the Kojiki’s “ancestral origin” 

accounts.

　The meaning of kanasaku 金折 is not clear. Utsushi 宇都志, as was 

explained in a previous note, refers to “the verdant blades of grass, the 
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mortals who dwell in the visible realm.”（31） The inclusion of such a 

reference in this theonym may have been intended to indicate an entity 

who dwells between the realm of deities and the human realm, or 

between the visible and invisible realms.

8.  Amaterasu ōmikami 天 照 大 御 神, Tsukuyomi no mikoto 月 読 命, 

Takehaya susanoo no mikoto 建速須佐之男命

　No account of Izanami in the Land of Yomi or Izanaki’s visit there can 

be found in the main text of the fifth section of the Age of Deities chapter 

of the Nihon shoki. Instead, Izanaki and Izanami jointly give birth to the 

sun deity, the moon deity, the leech child (hiruko 蛭児), and Susanoo no 

mikoto 素戔嗚尊 at the end of the birth of deities episode.（32） The first 

and second variants likewise do not mention the Land of Yomi. The first 

variant states that the deity Ōhirume no mikoto 大日孁尊 (an alternative 

name for Amaterasu) appeared when Izanaki held a bronze mirror in his 

left hand, Tsukuyumi no mikoto 月弓尊 appeared when he held a bronze 

mirror in his right hand, and Susanoo no mikoto appeared when he turned 

his head to look behind him.（33）

　The Kojiki describes a sequence whereby the emergence of the deities 

of calamities (Yasomagatsuhi no kami and Ōmagatsuhi no kami) is 

followed by the emergence of the Naobi deities to rectify those calamities 

(see text notes 1 and 2). The birth of Amaterasu follows thereafter. The 

same pattern can be seen in the account of the birth of Emperor Ōjin as 

described in the chronicle of Emperor Chūai.（34） Many scholars point to a 

parallel between the Kojiki account of the birth of the three noble 

offspring and the Chinese myth of Pangu 盤古, in which the sun appears 

from the deity’s left eye and the moon from his right eye.

　In the Nihon shoki, the names of the three noble offspring vary. The 
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main version identifies the sun deity as Ōhirume no muchi 大日孁貴 and 

notes that there are also the variant names Amaterasu ōmikami 天照大神 

and Amaterasu ōhirume no mikoto 天照大日孁尊. It identifies the moon 

deity as having the names Tsukuyumi no mikoto 月弓尊 and Tsukuyomi 

no mikoto 月夜見尊/月読尊) and Susanoo no mikoto 素戔嗚尊 as having 

the alternate names Kamususanoo no mikoto 神素戔嗚尊 and Hayasusanoo 

no mikoto 速素戔嗚尊.（35） The first variant gives the names as Ōhirume 

no mikoto 大日孁尊, Tsukuyumi no mikoto, and Susanoo no mikoto.（36） 

The second variant refers simply to “the sun and the moon” (hitsuki 日月) 

and Susanoo no mikoto.（37） We will discuss the three noble offspring 

further in the next chapter (the allocation of realms to the three noble 

offspring).

9. “Ten deities” (tohashira 十柱)

　The second part of the ablutions episode describes fourteen deities as 

coming into existence. Some commentaries on the Kojiki, such as Gōtō 

Kojiki edited by Watarai Nobuyoshi, have thus considered the word “ten 

deities” (tohashira 十柱) to be an error and have emended it to “fourteen 

deities” (tō amari yohashira 十四柱).（38） In his miscellany Tamakatsuma 玉

勝間, however, Norinaga argued that the threefold Watatsumi and 

Tsutsunoo deities should be counted as one deity each, making a total of 

ten deities.（39） Subsequent commentaries have tended to adopt this 

argument and retain the original digraph 十柱 found in the oldest 

manuscripts. This commentary does the same. 

Endnotes
（１）　Yamaguchi and Kōnoshi, Kojiki, SNKBZ 1, pp. 102–103. Takaki no kami 

is identified as an alternative name of Takamimusuhi no kami 高御産巣
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日神.
（２）　Kojima et al., Nihon shoki, SNKBZ 2, pp. 48–49. The character 枉 

carries connotations of “twisted,” “wrongdoing,” “encounter calamity.”
（３）　Yamaguchi and Kōnoshi, Kojiki, SNKBZ 1, pp. 318–19.
（４）　On the meaning of musuhi, see Kojiki gaku 1 (2015), pp. 12–13 (Japanese 

original); 3 (2017), pp. 300–301 (English translation).
（５）　Kurano and Takeda, Kojiki, Norito, NKBT 1, pp. 418–19.
（６）　Kurano and Takeda, Kojiki, Norito, NKBT 1, pp. 420–21.
（７）　See Kojiki gaku 4 (2018), pp. 7–8, 12 (Japanese original).
（８）　Kojima et al., Nihon shoki, SNKBZ 2, pp. 48–49. For further discussion 

of these deities, see Taniguchi, Kojiki no hyōgen to bunmyaku, pp. 132–
35.

（９）　Kojima et al., Nihon shoki, SNKBZ 2, pp. 214–15. Regarding this 
passage, see Kojiki gaku 2 (2016), pp. 59–60 (Japanese original); KKSKK 
14 (2022), p. 210 (English translation).

（10）　Kurano and Takeda, Kojiki, Norito, NKBT 1, pp. 418–21.
（11）　Nishimiya, Kogo shūi, p. 22.
（12）　Kurano, Kojiki zenchūshaku, vol. 2, pp. 304–305.
（13）　See Kojiki gaku 1 (2015), pp. 46, 48, 52 (Japanese original); 6 (2020), pp. 

264, 270 (English translation).
（14）　Nishimiya, Kojiki, p. 354.
（15）　Tanaka, Sumiyoshi taisha jindaiki no kenkyū, vol. 7, p. 344. The port of 

Nunakura is generally held to be the Sumiyoshi district of modern 
Osaka. Opinions vary as to the date of composition of Sumiyoshi taisha 
jindaiki, with some dating it to the eighth century and others to 
sometime after the late ninth century.

（16）　Kojima et al., Nihon shoki, SNKBZ 2, pp. 436–37.
（17）　Kojima et al., Nihon shoki, SNKBZ 2, pp. 48–49.
（18）　Kojima et al., Nihon shoki, SNKBZ 2, pp. 418–19, 438–39.
（19）　Kojima et al., Nihon shoki, SNKBZ 3, pp. 379, 382–83; SNKBZ 4, pp. 58–

59, 222–23, 440–43.
（20）　Saigō, Kojiki chūshaku, vol. 1, p. 221.
（21）　Nishimiya, Kojiki, p. 355.
（22）　Ochiai, “Sumiyoshi taisha to Tsumori-shi.”
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（23）　Kojima et al., Nihon shoki, SNKBZ 2, p. 376.
（24）　See Yamaguchi and Kōnoshi, Kojiki, SNKBZ 1, pp. 226–27.
（25）　Tanaka, “Yamatotakeru no mikoto keifu kō.”
（26）　Yamaguchi and Kōnoshi, Kojiki, SNKBZ 1, pp. 244–48.
（27）　Kojiki gaku 3 (2017), pp. 7–8 (Japanese original).
（28）　The Munakata deities were enshrined near Fukuoka and on the Oki 沖 

islands lying offshore. See Kojiki gaku 3 (2017), pp. 24–28, 34 (Japanese 
original).

（29）　Kojima et al., Nihon shoki, SNKBZ 3, pp. 436–39. Kojima et al. note that 
in actuality only the top four titles of the new system of kabane were 
awarded (TN). 

（30）　Kojima et al., Nihon shoki, SNKBZ 3, pp. 440–42.
（31）　See Kojiki gaku 2 (2016), p. 23, 58–60 (Japanese original); KKSKK 14 

(2022), pp. 209–13 (English translation).
（32）　Kojima et al., Nihon shoki, SNKBZ 2, pp. 34–37.
（33）　Kojima et al., Nihon shoki, SNKBZ 2, pp. 36–39.
（34）　Yamaguchi and Kōnoshi, Kojiki, SNKBZ 1, pp. 244–49.
（35）　Kojima et al., Nihon shoki, SNKBZ 2, pp. 35–37.
（36）　Kojima et al., Nihon shoki, SNKBZ 2, pp. 38–39.
（37）　Kojima et al., Nihon shoki, SNKBZ 2, pp. 38–39.
（38）　Watarai Nobuyoshi, Gōtō Kojiki, fol. 13a.
（39）　Motoori Norinaga, Tamakatsuma, in MNZ 1, p. 345. Norinaga states here 

that this is a correction to Kojiki den, where he followed Nobuyoshi’s 
emendation of “fourteen”; see Motoori Norinaga, Kojiki den, MNZ 9, p. 
282. 

　Further comment (chapter 9)  

Readings and interpretations of the phrase 黄泉戸喫 (yomotsu hikui/

yomotsu hekui)（1）

　 Commentators before Motoori Norinaga generally read the graph 戸 in 

this phrase as hi. They did the same for the gloss 誉母都俳遇比 found in 
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the seventh variant of the fifth section of the Age of Deities chapter of 

the Nihon shoki, taking 俳 to indicate the pronunciation hi and reading 

the gloss as a whole as yomotsu hikui. The 1644 printed edition of the 

Kojiki assigned the reading hi to the graph 戸 as did Watarai Nobuyoshi 

度 会 延 佳 (1615–1690) in his Gōtō Kojiki 鼇 頭 古 事 記 of 1687.（2） In the 

readings and notes that Kada no Azumamaro 荷田春満 (1669–1736) 

appended to the 1644 printed edition of the Kojiki, he retained its gloss hi 

for the graph 戸 and read the phrase as yomotsu hikui ヨモツヒクヒ.（3） 

Azumamaro expanded upon the implications of this reading in his 

commentary on the corresponding phrase 飡泉之竈 found in the sixth and 

seventh variants of the fifth section of the Age of Deities chapter of the 

Nihon shoki. There he wrote: 

　 The phrase yomotsu hikui means that [Izanami] had eaten the hi ヒ 

of Yomi. [As for forms of hi,] the sun (hi 日) in the heavens is pure and 

bright. As it bears on human beings, [hi] has two dimensions. As the 

shining brightness of the spirit (hi 霊), it is a force that leads to 

goodness. The fire (hi 火) of thoughts of passion and greed is the fire of 

the land. The hi of which Izanami speaks means the fire within the 

earth. There is indeed good reason that in this country people observe 

taboos regarding fire.（4）

　In other words, Azumamaro argues that hi (戸) in this passage means 

the fire of Yomi and the fire of evil passions and greed.

　Kamo no Mabuchi 賀茂真淵 (1697–1769) also read 戸 as hi. Showing that 

he interpreted it to mean “fire,” he added a note to his Kojiki tōsho 古事記

頭書 declaring, “In Shikoku [people say] that if one eats [food cooked with] 

polluted fire, wolves are sure to appear at the front gate.”（5） Kanagaki 
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Kojiki 仮名書古事記, his kana transcription of the text, likewise gives the 

reading hi.（6） In the headnotes to his own transcription of the 1644 

printed edition of Kojiki he further argued against the view of 

Azumamaro’s nephew Kada no Arimaro 荷田在満 (1706–1751), who had 

asserted that records such as the ritsuryō 律令 codes showed no evidence 

of the observation of fire taboos in antiquity. To the contrary, Mabuchi 

wrote: “Mabuchi states: There are many works indicating the need to 

observe taboos concerning fire.”（7） 

　Norinaga broke with the tradition of reading 戸 as hi. In Kojiki den he 

read 戸 as he, interpreted it as “hearth,” and argued against the reading of 

it and 俳 in the Nihon shoki as hi. At the same time, he took the entire 

phrase yomotsu hegui to encompass “fire” and continued to hold firmly to 

the idea of a fire taboo.（8）

　In this way, Azumamaro, Mabuchi, and Norinaga shared a common 

view of this passage as recording the origin of the custom of observing 

fire taboos.

　 Matsumoto Hisashi, Early Modern Kokugaku and Shinto Studies

Endnotes
（１）　This further comment follows text note 5, Kojiki gaku 7 (2021), p. 276 

(English translation).
（２）　Watarai Nobuyoshi, Gōtō Kojiki, fol. 9a.
（３）　Kada no Azumamaro, Kakiirebon “Kojiki,” p. 25.
（４）　Kada no Azumamaro, Nihon shoki jindaikan sakki, p. 27.
（５）　Kamo no Mabuchi, Kojiki tōsho, p. 11.
（６）　Kamo no Mabuchi, Kanagaki Kojiki, p. 77.
（７）　Kamo no Mabuchi, Kojiki jōkan, p. 22.
（８）　Motoori Norinaga, Kojiki den, MNZ 9, pp. 240–41. 
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Frequently Used Bibliographic Abbreviations

　The following abbreviations are used for frequently cited compendia 

and sources 

KKSKK  Kokugakuin Daigaku Kenkyū Kaihatsu Suishin Kikō kiyō 國學院

大學研究開発推進機構紀要. Ed. Kokugakuin Daigaku Kenkyū 

Kaihatsu Suishin Kikō. 2009–.

MNZ  Motoori Norinaga zenshū 本居宣長全集. Ed. Ōno Susumu 大野晋 

and Ōkubo Tadashi 大久保正. 23 vols. Chikuma Shobō 筑摩書房, 

1968–1993.

NKBT  Nihon koten bungaku taikei 日本古典文学大系. 102 vols. Iwanami 

Shoten 岩波書店, 1957–1967.

NKBZ  Nihon koten bungaku zenshū 日本古典文学全集. 51 vols. 

Shōgakukan 小学館, 1970–1976.

NST  Nihon shisō taikei 日本思想大系. 67 vols. Iwanami Shoten, 1970–

1982.

SNKBZ  Shinpen Nihon koten bungaku zenshū 新編日本古典文学全集. 88 

vols. Shōgakukan, 1994–2001.
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公開学術講演会

蒙古襲来と水中考古学

池　田　榮　史

はじめに

　今日は、先ほど比企貴之さんから説明がありましたように、公開学術講演

会と日本文化を知る講座が合体した企画として「蒙古襲来の実態とその影響」

という統一テーマを掲げております。私に与えられたテーマは、蒙古襲来に

ついてのお話です。私は水中考古学という方法で蒙古襲来の実態を探るとい

う作業をずっと進めておりますので、水中考古学による蒙古襲来研究が今ど

のように進んでいるのかというお話になります。

1．蒙古襲来（元寇）についての基本的認識

　でははじめに、蒙古襲来について簡単に振り返っておこうと思います。蒙

古襲来は日本の年号でいうと文永 11（1274）年と、弘安 4（1281）年の 2 回

ございました。1 度目を文永の役、2 度目を弘安の役と呼んでおります。

　文永の役　蒙古軍の構成がどのようになっていたのかといいますと、1274

年、1 度目の文永の役のときには、元の軍隊が高麗に攻め込んでおりまして、

高麗はこれに服属しておりました。いわゆる属国のような状況になっていた

のです。このため、高麗に駐屯していた元の部隊を中心として、高麗に侵攻

する前の段階で蒙古が滅ぼしていた金の国の人々、いわゆる女真と言われる

人々の軍隊を再編成した部隊が約 2 万 5,000 人、それから高麗の部隊が 8,000

人、それに船をつかさどる人々、これは高麗の人々です。船舶の運航に関わ

る人たちが 6,700 人、合わせて 3 万 9,700 人の人々が 900 艘の船を準備して、
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日本へ攻めてくることになります。

　船舶には何種類か種類があったと記録されておりまして、千料舟、これは

人や馬を運ぶ役割を果たした船です。それから、抜都魯軽疾舟という船があ

ります。これは戦闘のために使う、言ってみれば、小型の戦闘船になります。

それから汲水舟、恐らくこれには様々な物資を積んでいただろうと思われ、

これらの役割が違う船が 3 種類あったと言われております。船の構造も 3 種

類だったのかということは分かりづらいところですけれども、少なくとも 3

つの役割を持った船があったということです。

　弘安の役　続く弘安の役、2 度目の蒙古襲来のとき、元は南宋を滅ぼして

おりました。ですので、南宋の軍人を再編制した部隊が 10 万人です。この

部隊を江南軍と呼んでおります。それと 1 度目も侵攻してきた高麗から渡っ

てくる部隊を東路軍と呼んでいます。東路軍が 4 万人、計 14 万人の兵員が

日本へ攻めてくることになります。この際には、江南軍は船舶 3,500 艘、東

路軍は前回と同じ 900 艘で攻めてきたと言われております。

2．蒙古襲来（元寇）とその前後の概略

　使者の来日　では、この蒙古襲来は突然元の国が日本へ攻めてきたのかと

いうと、そういうわけではなくて、その前提としては様々な交渉がありまし

た。どういう交渉だったのかといいますと、まず 1258 年に高麗は蒙古に降伏、

すなわち和議が成立することになります。高麗が蒙古の支配下に入ることに

よって、フビライは高麗のさらに南にある日本に対して服属、あるいは通交

交渉の使者を使わしてきます。

　では、使者はどのようにやってきたのかといいますと、まず 1267 年に元

の使者が高麗を経由して日本へ渡ってまいります。しかし、このときに、鎌

倉幕府及び日本の朝廷は、元の国書に対して返牒を拒否しました。すなわち、

ゼロ回答であったということです。

　フビライは、2 年後の 1269 年に改めてもう一度使者を遣わしますけれども、

これについても鎌倉幕府は返牒を拒否いたします。2 回断られたということ
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になるわけです。フビライはそれに懲りずに、翌 1271 年に再び使者を日本

へ派遣します。これについても、鎌倉幕府は返牒を拒否しました。

　軍事侵攻　何度も使者を遣わしているのに、日本からの返書がないことに

しびれを切らしたと言っていいかもしれませんけれども、フビライは具体的

な軍事行動に出ることになります。これが 1274 年の文永の役につながります。

　文永の役のときに、元軍は博多のまちへ侵攻し、焼き払って引き揚げていき

ます。現在では文永の役は、恐らく日本に対する一つの恫喝に近い作業であっ

たと言われております。文永の役が終わった後、再びフビライは日本への招諭

使を派遣いたしますが、この招諭使は鎌倉龍ノ口で斬首刑に処せられます。

　その後、元は 1279 年に南宋を滅ぼした後、今度はこの南宋の部隊を再編

成して、高麗からの部隊とともにもう一度日本への侵攻を図ります。これが

1281 年の弘安の役につながってまいります。弘安の役については、のちほ

どどんな状況だったのかお話をいたしますが、折から日本周辺を襲った暴風

雨、恐らく台風であっただろうと考えられておりますけれども、台風によっ

て元軍は壊滅的な被害を受けて、失敗に終わります。

　その後もフビライは何度か日本への使者を派遣して、日本との通交を開こ

うとしておりましたけれども、結果的に日本側はフビライの要求に応えませ

んでした。そして、1294 年にフビライが死んでしまいますと、その後何度

か日本への使者は派遣されますけれども、軍事的な行動については沙汰やみ

になっていきます。

　しかし、フビライによる日本への侵攻の準備及び実際の 2 回の侵攻に対す

る日本側の、言ってみれば、戦闘も 3 回目があるかもしれないという準備の

ための様々な手だてを講じなければならなかったことが、日本の国、あるい

は元の国の衰退を招く要因になったと言われております。

　弘安の役の侵攻航路　さて、2 度目の弘安の役のときの侵攻航路をもう一

度簡単に振り返っておきます。高麗からの部隊は、合浦（現在の慶尚南道馬

山市）というところから出発して、まず対馬へ攻め込んで、対馬から壱岐へ

攻めてきます。対馬と壱岐は多大な被害を受けたと言われております。そこ
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から博多湾へ入ってくるわけですけれども、1 回目の蒙古襲来のときの対応の

まずさを反省した日本側がちょうど博多湾一帯に防塁を築いております。こ

れを元寇防塁と呼んでいます。この防塁をつくるのと同時に、九州及び西国

に在住する御家人たちで、防備を固めておりましたので、博多湾までは入れ

ましたけれども、博多のまちへ侵攻することができませんでした。それで志

賀島に上がって、志賀島から博多への侵攻を窺いますけれども、ここでも鎌

倉幕府の御家人たちの果敢な抵抗に遭って、博多への侵攻ができず、もう一

度壱岐へ戻ることになります。これが大体5月から6月ぐらいまでの状況です。

　これに対して同じ時期の 5 月から 6 月に、中国の南部、揚子江下流域から

進発する予定だった江南軍は、司令官が病気になって交代するなど様々な障

害が起こりまして、当初の予定よりも遅れて 5 月の末から 6 月にかけて中国

を出発し、三三五五平戸の周辺へやってまいります。そして平戸周辺に全体

が集まるのが 7 月の終わり頃と言われております。そこから博多湾を目指し

て、平戸から東側には伊万里湾がありますので、伊万里湾に入り、さらに博

多へ行こうとしていた 7 月 30 日未明、翌日閏 7 月 1 日の朝方にかけて、暴

風雨に遭遇することになります。

　結果として、江南軍はほぼ 7 割から 8 割方が被害に遭いました。一方、高

麗からの東路軍は、7 割から 8 割方は戻っております。東路軍の被害が少な

かった状況を見ておりますと、伊万里湾に全ての船が入ったのではなくて、

壱岐に引き揚げていた東路軍はそこからそのまま高麗へ戻った可能性もある

と考えております。

3．鷹島（神崎）海底遺跡調査の歩み

　伊万里湾と鷹島　ちなみに、博多湾と伊万里湾の位置をここで確認してお

きたいと思います。福岡県の博多湾は九州北岸中央、元軍が集合した平戸の

周辺は九州の西北端です。また、平戸から東に向かったところにある内海を

伊万里湾と呼び、伊万里湾の湾口に鷹島という島があります。伊万里湾一帯

では蒙古襲来の際の遺物であろうと言われる壺が漁師さんの網にかかって揚
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がるということがありました。特にその中でも密度が濃いのは、鷹島の南海

岸側になります。恐らく台風が南から北へ上がってくるときに南からの風が

強く吹く。結果として鷹島の南岸に蒙古軍の船舶が押し寄せられ、その中で

船が沈んで、鷹島の南海岸に累々と沈没していく状況が起こったのだろうと

考えております。（図 1）

　さて、先ほど申しましたように、以前から漁師さんの網にかかって、壺な

どが上がってくることがあったので、このあたりで蒙古襲来の際の元軍は壊

滅的な被害を受けただろうということが推測されておりました。

　水中考古学とは何か　こうした海底にある遺跡を調査することについて、

私たちの考古学の分野では、水中考古学と呼んでおります。水中考古学とい

うのは、当然海の中に沈んでいる、あるいは湖の底に沈んでいる水中の遺跡

を調査することになるわけですけれども、一般的な定義として、水中遺跡と

は常時または満潮時に水面下にある遺跡のことを示します。この水中遺跡の

調査研究を行うのが水中考古学ということになります。ただし、人工的なダ
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ムによって水没した村落等は水中遺跡として扱うことはありません。

　英文の表記では、Underwater Archaeology、中国語訳をしますと、水下

考古学と呼んでおります。英文をそのまま翻訳すると、中国語訳の水下考古

学というのが一番適訳かもしれませんけれども、日本では水中考古学と呼ん

でおります。

　水中考古学は、まず地中海で盛んになります。それはなぜかといいますと、

地中海は非常に透明度が高いということと、地中海の産物の中に海綿というの

があります。海綿はちょうどスポンジのようなものです。海綿採りの人々は、

海に潜って海綿を取ってくるわけです。透明度が高いので、その際に水中に

沈んだ沈没船等に遭遇することがたくさんありました。こうした沈没船の中の

積荷が、ルネサンス期を経て、次第に経済的な価値を生み出すと、海綿を取

るだけではなくて、水中の遺物、特にギリシャやローマ時代の遺物を採集して

きて、これをコレクターに売買するということがだんだん起こってまいります。

ルネッサンスの流行とともに水中での遺跡に対する関心が高くなるのと同時

に、水中に沈んだ文化財を売買の対象ではなくて、学問的な研究の対象とし

ようとする水中考古学的な学問もまた、そこで成立してくることになります。

　さらに、水中考古学にとって非常に大きかったのは、水中に潜るための機

器が発達したことがあります。海綿採りの人々は水中に素潜りで行って、素

潜りで上がってくるわけですから、そんなに大量のもの（遺物）を取ること

はできませんでした。けれども、第 2 次世界大戦の終わり頃に、フランスの

海軍にいたクストーという人が、空気のタンクを背負って水中に潜り、タン

クの中の空気を吸いながら長く潜水をして、敵国の艦船に爆弾を仕掛けて沈

めるという武器を生み出します。潜水具は最初軍事的な武器として開発され

ていくわけですけれども、この武器にクストーはアクアラングという名前を

つけました。結果として、戦争が終わった後にアクアラングは、平和的な事

業に利用されるようになって、考古学にも導入されていきます。空気のタン

クを背負って海底に一定時間滞在して、様々な状況を調べる水中考古学がそ

こから大きく発展していくことになります。
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　日本の水中考古学　では、水中考古学は日本ではいつから始まったのかと

いいますと、日本にアクアラングが導入された後の 1970 年代以降、水中の

遺跡に対する関心が次第に高まってまいります。一番初期の頃に始まったの

は、旧江戸幕府の海軍の戦艦、開陽丸という船についての調査でした。開陽

丸は北海道江差港の沖合に沈んでいます。明治維新の後、江戸幕府の海軍を

中心とした人々が蝦夷地に移動して、そこで国家を作ろうとします。その際

に江戸幕府海軍の旗艦であった開陽丸は明治政府側についた江差を攻め落と

そうとして函館から出港するわけですけれども、たまたま嵐に遭って、機関

が故障してしまって漂流する間に座礁して沈没しました。このとき榎本武揚

という人たちも開陽丸に乗っていました。

　明治時代以降、この開陽丸を引き揚げようということが何度か企画されま

したけれども、なかなか船体自体の引き揚げはできなかった間に、どこにあ

るかが分からなくなっていきました。しかし、戦後江差港の沖合に堤防を造

る作業をやっているときに開陽丸が見つかって、開陽丸の真ん中から切断す

るように防波堤が設計されていることがわかりました。このために防波堤の

外側に当たる部分の発掘調査が 1970 年代から行われることになり、これを

きっかけとして、日本の本格的な水中考古学が始まっていくことになります。

　調査の始まり　そのような動きの中で、水中考古学的な調査方法を利用し

て、蒙古襲来の痕跡を探していく調査も始まっていくことになります。その

際、先ほど言いました伊万里湾の湾口にある鷹島の南海岸についての調査が

進行していったのです。鷹島南海岸の調査を最初に手がけたのは、1980 年

から 82 年にかけて採択された文部省科学研究費特定研究「古文化財に関す

る保存科学と人文・自然科学」という大きな研究でした。研究の一つに水中

考古学に関する基礎的研究というのが盛り込まれまして、当時東海大学の教

授であった茂在寅男先生を中心として、鷹島周辺での音波探査機器を導入し

た海底の地層調査及び潜水調査が行われました。これも日本における水中考

古学研究の初期の頃の調査事例ということになります。

　この調査によって、鷹島の南海岸には蒙古襲来のときの遺物がたくさん分
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布することが分かりましたので、調査中の 1981 年には、当時の鷹島町によっ

て鷹島の南海岸の延長 7.5 キロメートル、海岸から沖合 200 メートルの範囲

について、周知の遺跡、すなわち水中遺跡としての周知化が図られることに

なりました。結果として、この海域で行われる様々な工事の際には発掘調査

を行わなければいけないということになったわけです。この規定に基づいて、

1983 年に鷹島南海岸に位置する床浪港の離岸堤を造る工事、また 1988 年か

ら 89 年にかけて、同じように床浪港の護岸を整備するための工事が計画さ

れて、そこで緊急発掘調査が行われております。

　なお、この際には、蒙古襲来の遺跡というよりは、縄文時代の遺跡が見つ

かりまして、これはこれで考古学的には、海底に縄文時代の遺跡があるとい

うことが分かって、非常にセンセーショナルな話題になりましたけれども、

蒙古襲来に関する遺物に関してはそれほど見つかりませんでした。

　こうした調査を受けて、やはり科学研究費を使った調査をやってみようと

試みたのが、九州大学の教授だった西谷正先生です。西谷先生は 1989 年か

らの 3 年間「鷹島海底における元寇関連遺跡の調査、研究、保存方法に関す

る基礎的研究」という名目で文部省科学研究費補助金を受けて、音波探査と

潜水調査を行っております。

　また、土木工事としては、1995 年から 2002 年にかけて、やはり鷹島南海

岸の神崎港という港の改修工事が繰り返し行われることになりました。この

際、1995 年、96 年の調査の際に、復元すると長さ 6 メートル以上に及ぶと

考えられる大型の木製椗が検出されております。これによって、元軍が確実

に鷹島の南海岸に停泊していたことが明らかになりました。椗があるという

ことは、椗を打って、そこで船舶が泊まっていたことが明らかなわけです。

船舶自体は椗を残したまま流れ去ってしまったということだろうと思います

けれども、大型椗と並んで小型の椗がほかに 3 本、同じ方向を向いて打たれ

ていました。ということは、この近くに多数の船が停泊していたということ

が分かります。神崎港の周辺で船を探すという作業を行っていくと、将来的

には蒙古襲来の際の船が発見できるかもしれない、そういう可能性が研究者
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みんなの意識の中に芽生えてくることになります。（図 2）

　このため、神崎港の周辺では、船の発見を目指した調査が鷹島町によって

企画され、1992 年から 99 年までは目視調査と潜水調査をしたんですけれど

も、残念ながら、船は見つかりませんでした。

　後で分かったことですけれども、実は海底から水中に露出している木材に

は、フナクイ虫という貝の一種が取り付きます。フナクイ虫は木材のセルロー

スを好む貝で、ほぼ 5 年もしない間に露出した状態の木材は喰いつくされて、

なくなってしまいます。したがって、蒙古襲来の際の船が海底に露出した状

態で沈んでいた場合には、ほぼ数年の間にフナクイ虫によって喰いつくされ

てしまったと思われます。ということは、船はフナクイ虫が生息できない海

底面下に埋まった土壌の中に存在するということになるわけです。そうしま

すと、鷹島の南海岸で蒙古襲来の際の船を探すためには、海底面下の調査が
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必要、すなわち海底を発掘して、そこで船を探すことが必要だということに

なります。

　鷹島町では国庫補助を受けて、神崎港の周辺で試掘調査を何回かやりまし

たけれども、船はなかなか見つかりませんでした。また、国庫補助の調査だ

けでなく、2000 年から 2002 年にかけて、神崎港港湾の改修工事に伴って緊

急発掘調査が行われました。このときには改修工事の範囲内から鎧兜の類、

あるいは漆器類、船の材料等が大量に出土する状況が確認できました。しか

し、船本体にはたどり着くことができませんでした。

　出土遺物の数々　これだけの調査が積み重ねられていく中で、出てきた遺

物は大量に存在します。一番多いのは陶磁器の中の陶器の壺です。なぜなの

かというと、壺の中には恐らく様々な食料、調味料、あるいは火薬の原料に

なる硫黄とか硝煙といったものを詰め込んで船底に積んで持ってきたんだろ

うと思われます。こうしたコンテナ、物を入れる容器としての壺が大量に出

てきます。そのほか、食事をするための道具である青磁の椀もたくさん出て

おります。

　それから、磚というのはレンガのことですけれども、中国では建築材料と

して磚を使います。鷹島の南海岸では、磚がたくさん見つかっております。

恐らくこの磚は、日本へ船を運航してくる際の船底に積んだおもり、バラス

ト材といいますけれども、バラストとして使われたと考えられます。そして

日本に攻め込んだ後、もし日本で住宅を造るようなときには、これを降ろし

て建築用材として使うことも考えたんだろうと思います。

　このほか焼き物としては、日本産の土師器や瓦器、須恵器なども、鷹島の

海底遺跡からたくさん出ております。これはその当時の人々が投棄したもの

がたまたま考古学的に見つかるということだろうと思います。

　それから、次に金属器です。多いのは青銅製品で、鎧兜につける様々な金

具、あるいは装身具、そういったものに使われた青銅の製品がたくさん出て

きます。鉄製品としては、武器、武具類が大量に出るのと同時に、船の木材

を打ち留めた釘もたくさん出てきております。
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　それから、石でつくった製品としては硯、あるいは碇石、それから、武器

を研ぐための砥石類もたくさん出ております。

　漆製品の中には、食器のお椀の類、装身具、あるいは武具の中で、刀の鞘

といったものが、漆を塗られた状態で出てきます。中には、発射機をつけた

弓を弩（ど）といいますが、この中国の人々が使っていた弩もたくさん出て

おります。

　それから、漆を塗っていない木製品としては、仏像とか櫛とかが出ており

ます。このほか、骨製品もあって、ひもを解くための先がとがった道具、及

び木材、木材は船の材料がたくさん出ていて、船を舫うための竹でつくった

縄、あるいは普通の繊維質の縄等もたくさん出ております。

　それから先ほどお話をしましたけれども、球形の土製品、土で作った丸い

焼きものが出ております。「蒙古襲来絵詞」の中に、竹崎季長が蒙古軍に向かっ

て馬で攻め込んでいくシーンが描かれたものがありますが、蒙古兵と竹崎季

長の馬の間で、丸い黒い弾が爆発しているような絵が描かれております。恐

らくこの現物が球形土製品だろうと考えられます。

　「蒙古襲来絵詞」には「てつはう」と書かれていますが、鷹島海底遺跡か

らは 20 個体以上が出土しており、中には割れたもの、完形のものなどたく

さんあります。直径は 15 センチ前後、厚さが 2 センチぐらいの非常に厚手

の土製品です。（図 3）

　鷹島の周辺で採集された球形土製品資料の中に、内部に物が詰まっている

状態のものがありました。これを九州国立博物館で、X 線 CT スキャンで撮

影したところ、中に鉄の破片や陶磁器の破片がたくさん入っておりました。

恐らく火薬の中に陶磁器や鉄片を混ぜて、そこに導火線をつけて、火をつけ

て敵陣に投げ込む。そうするとそこで爆発して、中に入れていた鉄片や陶磁

器片が飛び散って、周辺の馬や人に対して多大な被害を与える。「てつはう」

は現在のナパーム弾という感じの武器だったんだろうと考えられます。

　なお、この「てつはう」については、日本煙火協会という、花火の業界の

人が復元品を作って、爆破実験をしたことがあります。テントを張った中で、

234



（ 12 ）233

図 3　球形土製品実測図（『科学研究費報告書』2011 より）
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マネキンの人形を置いて爆破してみたところ、中に詰めた鉄片や陶器片が飛

び散って、相当に危険な道具だということがよく分かりました。こうした飛

び道具、あるいは火薬を使った武器も蒙古軍は持参していたことになります。

4．池田科研による鷹島（神崎）海底遺跡の調査研究

　船は見つからないけれども、様々な遺物が出てくるという状況の中で、私

どもは何とか船を発見するための調査ができないかと考えて、文部科学省科

学研究費補助金を利用した調査を開始することになりました。それが 2005

年のことです。

　海底の地形図・土層図作成　最初に私たちがやったことは何かというと、地

上の考古学と同じように、海底で物を探していくためには正確な地図が必要で

ある、あるいは地図と同時に地質情報、どのような堆積状況をしているのかと

いうことが分からないといけないだろうと考えました。そこで、こうした地図

づくりや地層図づくりのためにはどのような機材が必要なのかということを考

えて、東海大学海洋学部で海底地質の研究をやっている先生に、何かいい機

械がないのかということをお尋ねしたところ、超高分解能フォーカスドマルチ

ビーム測深システムの SeaBat という機器、及び高分解能地層探査装置の

StrataBox という機器があると言われました。そこで、これで試しに伊万里湾

の地図と地層断層情報図を作ってみる作業をやりました。

　結果として非常にいい地図や地層の情報が取れることが分かりましたの

で、この情報を松浦市教育委員会に伝えたところ、松浦市では伊万里湾全体

の海底地形図を作ってみましょう、あるいは地質情報図を作ってみましょう

という作業に取りかかっていただきました。

　同じ頃、私たちは文部科学省科学研究費補助金を申請して、これが採択さ

れましたので、松浦市が行う地図の情報に基づいて、新たな装置である

Ses2000 という機器を導入して、海底の地層情報を取得するためのさらに詳

細な調査をやりました。

　その結果として、伊万里湾全体で百数十カ所、海底堆積層中に何やらいろ
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いろなものが埋もれているポイントを見つけ出しまして、その中の反応を検

討した結果、8 種類ぐらいに分類できました。その 8 種類の中で蒙古襲来の

ときの元軍船に最も当たるのではないかという反応地点の試掘をやって、科

学研究費採用期間の最終年度に元軍船の一部とたくさんの磚が分布した状態

を確認することができました。

　鷹島 1・2号沈没船の発見　しかし、このときの調査では 5 ｍ× 5 ｍの範囲

しか発掘しておりませんでしたので、船の確実な把握のためにはもう一度調

査をしなければなりませんでした。そこで、翌年から再び文部科学省科学研

究費補助金を頂いて、蒙古襲来元軍の沈没船調査に取りかかることになりま

す。結果として、前年度に見つけていた 5 メートル× 5 メートルの範囲の船

は確実に元軍船であることが分かって、これを鷹島1号沈没船と命名しました。

　鷹島 1 号沈没船が見つかった後は、1 号船を発見したのと同じ手法を使っ

て、海底の堆積層中、蒙古襲来の船だろうと思われるところの発掘を行なっ

て、2 号船を発見しております。結果として、元軍船にたどり着くためには、

地図を作って地層情報を取り、この地層情報の中から沈没船であろうと思わ

れる地点を発掘調査すれば、元軍船にたどり着くという手法が確立できたこ

とになります。

　なお、この 2 隻の元軍船については、当初引き揚げようと思っておりまし

たけれども、引き揚げるには船体の規模が大き過ぎました。1 号船は長さが

大体 14 メートル、幅が 8 メートル範囲ぐらいの間に船体木材が拡がってお

りました。2 号船の場合は長さが約 13 メートル、幅約 5 メートルの範囲に

船体が残っておりました。これを引き揚げるとなると、大型のクレーンを積

んだ船舶や台船等を導入する必要がありましたので、現状では引き揚げが難

しいことは自明のことでした。

　このため、せっかく発見した船体は、海底にそのまま現地保存せざるを得

ませんでした。けれども、現地保存した船については、一旦発掘しておりま

すので、一つ間違うと、先ほど紹介したフナクイ虫が船材の中へ入ってきて、

木材を喰いつくしてしまうことが考えられます。
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　そこで、どのようにすれば海底でのよりよい現地保存ができるか、あるい

は将来的にこの船を引き揚げたときに、早く安く保存処理ができる方法があ

るかを見つけるために、再び 2018 年から 20 年にかけて文部科学省科学研究

費補助金を頂いて、大型木材の保存処理の実験や海底での現地保存手法の検

討を行っていたところでございます。

5．確立した調査過程

　作業の実際　まずは地元の漁協さんにお願いして遊漁船を借り上げ、これ

を調査船に仕立てて、海底の探査をやります。海底に音波を発信して、反応

によって地形図や地層断層図を作ります。借り上げた調査船の中にテントを

張って、その中にパソコンとモニターを用意して、船腹に備え付けた音波探

査機から得られた海底の地形及び地層の情報を逐次チェックしていくという

作業をやっていくわけです。

　この作業でできた地形図及び地質情報図に基づいて、今度は水中考古学に

携わる私たちが潜水調査を行うことになります。しかし、海に潜るというこ

とは、背中に背負ったタンクの中の空気を消費する間しかできないのと同時

に、長い時間潜っていると、潜水病という病気にかかる危険性があります。

ですから、1 回につき 30 分前後の潜水時間しか潜ることができませんので、

私たちだけで調査を行うのではなく、プロのダイバー、潜水士の皆さんにお

願いして、2 人 1 組で 30 分ずつ潜ってもらう作業をやっていきます。そう

しますと、午前中に 4 チーム、午後 4 チームぐらいの潜水調査しかできませ

ん。プロの潜水士の方を 8 名お願いして、その合間に私たちが潜って状況を

確認することになります。

　潜水士の人たちが掘り下げを行なう場合には水中ドレージという機器を用

います。海の中に置いた長いホースに、船の上から水を送り込むと、それに

よって、ホースの中に水流ができます。そうすると、流れの勢いで、ホース

の片方は吸い込み口、もう一方は吐き出し口になるわけです。こういう原理

を利用して、海底での発掘調査を行います。
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　調査の進行過程　今、申しましたように、私たちはどのようにすれば海底

で蒙古襲来の船及び遺物が見つかるのかということをずっと探求してきまし

た。そのための方法として、まずは地図情報と地層情報を確認した上で様々

な情報を分析して、そこに実際の試掘調査を入れました。そして、試掘調査

をした時点で、確実に何らかの遺物あるいは船がありそうな場合に、本格的

な発掘調査をして船体にたどり着くことになります。

　現在、これらの作業を継続して新たな船舶の検出を試みていますけれども、

これまでに発見した船体はまだ海底に置いた状況になっていますので、でき

ることならこれからは船の引揚げや保存処理作業に入っていきたいと考えて

おります。しかし、これは単独でできることではありませんので、文化庁あ

るいは長崎県松浦市教育委員会、そして私たちの仲間である研究者、大学等

の研究者の協力を得ながら、今後の作業を進めていきたいと考えているとこ

ろです。

6．調査成果

　1 号船に見る元軍船の構造　発見した 1 号船は、現存部分で 13 メートル

から 14 メートルぐらいあります。その中で、真ん中にあるのが竜骨という

船底の木材です。この木材の両脇に白いしっくい（漆喰）があります。すな

わち木材と木材の間をつなぎ留めるために、しっくい（漆喰）を使っていま

す。また、真ん中の竜骨の両側に板材が平行に並んでいる状況が観察できま

す。竜骨に沿って存在していた船底の部材です。復元した船体の断面は本来、

Ｖ字形をしていますけれども、たまたま 1 号船の場合には、竜骨からＶ字形

に立ち上がる船底が左右に倒れて開いた状態で見つかっております。

　この木材に対して、直行する方向に板材が何枚か存在しています。これは

船底を仕切る壁材で、これを一般に隔壁と呼んでいます。この隔壁で仕切る

船の構造は、中国の船の特徴です。したがいまして、この船は中国からの江

南軍が乗っていた船ということになります。船底の部分にはたくさんの磚が

積まれておりましたし、一部には陶磁器の破片もありました。（図 4）
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　2 号船の検出状況　次に、2 号船は 1 号船に比べてかなり残りがいい状態

でした。上から見た状態で、船であることが確実に分かりました。この船も、

船底を仕切り板（隔壁）で区切っていた状況が確認できます。

　船尾と思われる部分に丸太があります。丸太の真ん中がへこんでおります。

船尾にこの木材をつけて、この部分に舵を据えていた、ちょうどここは舵が

入る部分の部材だろうと思います。

　この船もたくさんの石材を積んでおりました。この石材は、先ほどの 1 号

船の磚と同じように、船が安定的な航海を行うために、船底に積んだバラス

ト材、おもりと考えております。しかし、量が多過ぎるのと、船の前方部に

たくさん積んでありますので、ひょっとしたらこの船が邪魔だったので、沈

めるために後で積み込んだ可能性もあると考えております。（図 5）

　このように鷹島 1・2 号船は船体の構造から中国の江南地域から発進した江

南軍の船舶であることが明らかです。これに対して、伊万里湾ではまだ見つかっ
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ていませんが、韓国で見つかっている高麗時代の船は、基本的には船底が平

らになります。木材をつなぎ合わせて横に並べて、それから左右の木材を立ち

上げて船を作っていきますので、韓国、高麗の時代の船は平底になります。

　ということは中国から来る船と高麗から来る船は構造が違うということで

す。今のところ、鷹島海底遺跡で見つかっている 2 艘の船については、全て

船底の真ん中に竜骨という材木を据えて、両側にＶ字形に船底を立ち上げて

いく構造をしておりますので、中国からやってきた、江南地域、江南軍が乗っ

ていた船だろうということが分かります。

　出土遺物から見えるもの　それから、その他の遺物を見ていきますと、先

ほど紹介したように、船体と同様、旧南宋に出自を持つと考えられる遺物が

大量に出土しています。しかし、モンゴルや高麗に関する資料もないわけで

はなくて、一部で得られております。

　また、2 号船の話の中で、船内に石材がたくさん入っていたと言っておりまし

た。先ほども言いましたとおり、意識的に沈められた可能性があるのではない

かと推測していますが、これについてはあらためて検討したいと考えています。

7．今後に向けた課題

　調査・研究の継続　鷹島海底遺跡及び水中考古学の今後の課題ですけれども、

文献記録によれば、4,400 艘来た船の中で現在はまだ 2 隻しか見つかっていない

状況です。中国から来た 3,500 艘の中で、恐らく七、八割方はここで遭難しただ

ろうと言われていることからすると、およそ 3,000 艘に近い船がこの伊万里湾で

遭難したはずです。このことからすれば、船はもっと見つかるだろうと思います。

　それと同時に、今見つかっている 2 隻の船は、構造は似ていますけれども、

大きさが微妙に違います。これは船底のキールという木材の幅や長さが違う

ので、同じ江南地域から進発した船であっても、大きさや構造にはかなりば

らつきがあったんだろうと思います。

　3,500 艘の船を調達するには、一気に同じ形のものを調達できたわけでは

なくて、進発地周辺で作られていた船を相当数、徴用している可能性が高い
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と考えられます。もっと調査事例を増やしていくと、その当時の中国の船が

どんな構造をしていたのか、どういう資材を積んでいたのかということがま

だまだ分かってくるだろうと思います。そういう意味では、蒙古襲来の実態

を解明するためには、今後も鷹島海底遺跡の調査を続けていくことが必要だ

ということになります。

　保存技術の研究　それから、発見した二艘の船については、今のところ引

き揚げることがなかなかできておりません。現在、海底に置いたままになっ

ているわけです。こうした船体を現地保存する手法をいろいろと考えて、よ

りよい方法を取って埋め戻してありますけれども、この方法が果たして的確

なのかどうなのか、あるいは今後、船を引き揚げるとなると、引き揚げた後

で船をどのようにして保存処理すればいいのか、こういったことについては

現在も研究を続けているところになります。

　国際的な共同研究　蒙古襲来に関してはこれまでかなりいろいろな情報を

モンゴルの人々、中国及び韓国の研究者だけではなくて、ヨーロッパの人々

にも紹介してきました。歴史的に見れば、4,400 艘の船が一気に暴風雨に遭っ

て遭難するというのは、世界最大の海難事故でもあります。こうした海難事

故については、私たち日本の研究者だけではなくて、世界的な共同研究を進

めていく必要があるだろうと考えております。

　水中考古学研究機関の設置　それと同時に、こうした研究を進めていくた

めには、将来的に日本に水中考古学の研究機関を設置することが必要になっ

てまいります。そして、若い世代を育てる、水中遺跡や水中考古学に関心を

持つ人材を育成する必要も出てまいります。そういう意味では、私たちが所

属する國學院大學でもぜひ水中考古学、あるいは蒙古襲来に対して高い関心

を持っていただいて、研究と人材の育成に携わっていただければありがたい

と思うところです。

　以上、私の話を終了したいと思います。ご清聴ありがとうございました。

 ――　了　――
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　2021　「蒙古襲来沈没船の保存・活用に関する学際研究」『平成 30 年度〜令和 2
年度科学研究費補助金基盤研究（S）研究成果報告書』

池田榮史
　2018　「海底に眠る蒙古襲来−水中考古学の挑戦−」『歴史文化ライブラリー』

478 吉川弘文館　ISBN 978-4-642-05878-0

中田敦之・池田榮史
　2021　「元軍船の発見−鷹島海底遺跡−」『シリーズ遺跡を学ぶ』150 新泉社　

ISBN978-4-7877-2040-5

付記
　令和 3 年度の公開学術講演会は、統一テーマ「蒙古襲来の実態とその影響」の
もと「日本文化を知る講座」とあわせて開催された。新型コロナウイルス感染症
の影響により、講演・講座は YouTube にて録画したものを配信した。詳細につい
ては『國學院大學研究開発推進機構機構ニュース』No.30（令和 4 年 2 月刊）を参
照されたい。
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