
⽇
本
書
紀
撰
上
千
三
百
年
記
念
講
演 

 

稽
古
照
今
︱
⽇
本
書
紀
の
修
撰
︱ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

清 

⽔ 
 

潔 

⼀
︑ 

は
じ
め
に 

⽇
本
書
紀
撰
上
千
⼆
百
五
⼗
年
祭 

記
念
講
演 

昭
和
四
⼗
五
年
五
⽉
⼆
⼗
⼀
⽇ 

皇
學
館
⼤
学 

 

⼆
︑
⽇
本
紀
の
修
撰 

﹃
続
⽇
本
紀
﹄
養
⽼
四
年
五
⽉
癸
⾣
︵
⼆
⼗
⼀
⽇
︶︑︵
中
略
︶
⼀
品
舎
⼈
親
王
︑
勅
を
奉
け
た
ま
は
り
て 

⽇
本
紀
を
修
す
︒
是
に
⾄
り
て
功
成
り
て
奏
上
す
︒
紀
三
⼗
巻
︑
系
図
⼀
巻
な
り
︒ 

 〇
修
史
事
業
の
初
⾒
︱
﹃
⽇
本
書
紀
﹄
推
古
天
皇
⼆
⼗
⼋
年
是
歳
︑
皇
太
⼦
・
嶋
⼤
⾂
共
に
議
り
て
︑
天

皇
紀
及
び
国
記
︑
⾂
連
伴
造
国
造
百
⼋
⼗
部
并
公
⺠
等
本
記
を
録
す
︒ 

〇
天
武
天
皇
朝
の
修
史
事
業 

﹃
古
事
記
﹄
序 

﹁
⾂
︑
安
萬
侶
⾔
す
︵
中
略
︶
歩
驟
各
異
に
︑
⽂
質
同
じ
か
ら
ず
と
雖
も
︑
古
を
稽
へ
て
⾵
猷
を
既
に
頽 

れ
た
る
に
縄
し
︑
今
に
照
ら
し
て
典
教
を
絶
え
む
と
す
る
に
補
は
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
︒︵
中
略
︶ 

是
に
天
皇
詔
り
た
ま
ひ
し
く
︑
朕
聞
く
︑
諸
家
の
賷
て
る
帝
紀
お
よ
び
本
辞
︑
既
に
定
実
に
違
ひ
︑

多
く
虚
偽
を
加
へ
た
り
︒
今
の
時
に
当
り
て
︑
そ
の
失
を
改
め
ず
は
︑
い
ま
だ
幾
年
を
も
経
ず
し
て
︑

そ
の
旨
滅
び
な
む
と
す
︒
こ
れ
す
な
は
ち
︑
邦
家
の
経
緯
︑
王
化
の
鴻
基
ぞ
︒
か
れ
こ
れ
︑
帝
紀
を

撰
録
し
旧
辞
を
討
覈
し
て
︑
偽
を
削
り
実
を
定
め
て
︑
後
葉
に
流
へ
む
と
欲
ふ
︑
と
の
り
た
ま
ひ
き
︒

︵
中
略
︶
す
な
は
ち
︑
阿
礼
に
勅
語
し
て
︑
帝
皇
⽇
嗣
お
よ
び
先
代
旧
辞
を
誦
習
は
し
め
た
ま
ひ
き
︒

し
か
れ
ど
も
︑
運
移
り
世
異
り
て
︑
い
ま
だ
そ
の
事
を
⾏
ひ
た
ま
は
ざ
り
き
︒︵
中
略
︶ 

こ
こ
に
︑
旧
辞
の
誤
り
忤
へ
る
を
惜
し
み
︑
先
紀
の
謬
り
錯
れ
る
を
正
し
た
ま
は
む
と
し
て
︑
和
銅

四
年
九
⽉
⼗
⼋
⽇
を
も
ち
て
︑
⾂
安
萬
侶
に
詔
し
て
︑
稗
⽥
阿
礼
が
誦
め
る
勅
語
の
旧
辞
を
撰
録
し

て
献
上
ら
し
む
︑
と
の
ら
し
し
か
ば
︑
謹
み
て
詔
旨
の
ま
に
ま
に
⼦
細
を
採
り
摭
ひ
つ
︒︵
中
略
︶
併

せ
て
三
巻
を
録
し
て
︑
謹
み
て
献
上
る
と
︑
⾂
安
萬
侶
︑
誠
惶
誠
恐
み
も
頓
々
⾸
々
︒ 

 
 

 
 

 

和
銅
五
年
正
⽉
廿
⼋
⽇ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

正
五
位
上
勲
五
等
太
朝
⾂
安
萬
侶 

﹂ 

﹃
⽇
本
書
紀
﹄ 

天
武
天
皇
⼗
年
⼆
⽉
甲
⼦
︵
⼆
⼗
五
⽇
︶︑
天
皇
・
皇
后
共
に
⼤
極
殿
に
居
し
ま
し
て
︑
親
王
諸
王
及
び

諸
⾂
を
喚
し
て
︑
詔
し
て
⽈
は
く
︑﹁
朕
︑
今
よ
り
更
律
令
を
定
め
︑
⽅
式
を
改
め
む
と
欲
ふ
︒
故
︑

俱
に
是
の
事
を
修
め
よ
︒
然
も
頓
に
是
の
み
を
務
に
就
さ
ば
︑
公
事
闕
く
る
こ
と
有
ら
む
︒
⼈
を
分

け
て
⾏
ふ
べ
し
︒﹂
と
の
た
ま
ふ
︒ 

天
武
天
皇
⼗
年
三
⽉
丙
戌
︵
⼗
七
⽇
︶︑
天
皇
︑⼤
極
殿
に
御
し
て
︑川
嶋
皇
⼦
・
忍
壁
皇
⼦
・
廣
瀬
王
・

⽵
⽥
王
・
桑
⽥
王
・
三
野
王
・
⼤
錦
下
上
⽑
野
君
三
千
・
⼩
錦
中
忌
部
連
⾸
・
⼩
錦
下
阿
曇
連
稲
敷
・



難
波
連
⼤
形
・
⼤
⼭
上
中
⾂
連
⼤
嶋
・
⼤
⼭
下
平
群
⾂
⼦
⾸
に
詔
し
て
︑
帝
紀
及
上
古
諸
事
を
記
定

せ
し
め
た
ま
ふ
︒
⼤
嶋
・
⼦
⾸
︑
親
ら
筆
を
執
り
て
以
て
録
す
︒ 

 
 

持
統
天
皇
五
年
⼋
⽉
⾟
亥
︵
⼗
三
⽇
︶︑
⼗
⼋
⽒ 

⼤
三
輪
・
雀
部
・
⽯
上
・
藤
原
・
⽯
川･

巨
勢
・
膳
部
・
春
⽇
・ 

 
 

上
⽑
野
・
⼤
伴
・
紀
伊
・
平
群
・
⽻
⽥
・
阿
倍
・
佐
伯
・
采
⼥
・
穂
積
・
安
曇 

に
詔
し
て
︑
其
の
祖
等
の
墓
記

を
上
進
ら
し
む
︒ 

﹃
続
⽇
本
紀
﹄
和
銅
七
年
⼆
⽉
戊
戌
︵
⼗
⽇
︶︑
従
六
位
上
紀
朝
⾂
清
⼈
︑
従
⼋
位
下
三
宅
⾂
藤
⿇
呂
に

詔
し
て
︑
国
史
を
撰
せ
し
め
た
ま
ふ
︒ 

 

三
︑
⽇
本
書
紀
の
尊
重 

〇
⽇
本
紀
講
書
︵
養
⽼
︑
弘
仁
︑
承
和
︑
元
慶
︑
延
喜
︑
承
平
︑
康
保
︶
⼆
⼗
三
⼗
年
⼀
度 

〇
⽇
本
紀
竟
宴
和
歌
︵
元
慶
よ
り
︶ 

読
史
の
感
激 

 

﹁
け
ぶ
り
無
き
宿
を
め
ぐ
み
し
す
め
ら
こ
そ
⼋
⼗
年
あ
ま
り
国
知
ら
し
け
れ
﹂
元
慶
六
年
参
議
藤
原
国
経 

 
 

﹁
草
⽊
み
な
⾔
や
め
よ
と
て
あ
し
は
ら
の
国
へ
た
ち
に
し
い
さ
を
な
り
け
り
﹂
延
喜
六
年
︑
⽮
⽥
部
公
望 

 

﹁
仏
す
ら
み
か
ど
か
し
こ
み
し
ろ
た
へ
の
波
か
き
わ
け
て
来
ま
せ
る
も
の
を
﹂
同
︑
⽂
章
博
⼠
三
善
清
⾏ 

 

﹁
た
か
ど
の
に
登
り
て
⾒
れ
ば
あ
め
の
下
四
⽅
に
け
ぶ
り
て
今
ぞ
富
み
ぬ
る
﹂
同
︑
左
⼤
⾂
藤
原
時
平 

 

﹁
常
闇
に
天
照
る
神
を
祈
り
て
ぞ
⽉
⽇
と
共
に
の
ち
は
栄
ゆ
る
﹂天
児
屋
根
命
︑天
慶
六
年
︑⽂
章
⽣
橘
仲
遠
︑ 

 

﹁
み
ま
き
ひ
と
世
の
中
わ
た
す
⼼
あ
り
て
無
く
て
は
悪
し
き
船
造
り
け
り
﹂
崇
神
天
皇
︑
同
︑
参
議
⼤
蔵
卿
伴
保
平 

 

﹁
池
⽔
に
国
栄
え
け
る
ま
き
む
く
の
た
ま
き
の
⾵
は
今
も
残
れ
り
﹂
垂
仁
天
皇
︑
同
︑
⼤
納
⾔
藤
原
実
頼 

 

﹁
千
五
百
秋
の
国
治
め
た
る
跡
を
の
み
よ
ろ
づ
代
今
も
忘
れ
や
は
す
る
﹂
⼤
⼰
貴
神
︑
同
︑
⽮
⽥
部
公
望 

〇
平
安
時
代
中
期
明
法
家
︵
法
律
家
︶
の
⽇
本
紀
参
照 

惟
宗
允
亮
﹃
政
事
要
略
﹄︑
引
⽤
多
数 

 

１
︑﹁
⽇
本
紀
云
︑伊
弉
諾
伊
弉
冉
両
尊
共
為
⼆
夫
婦
⼀
︑共
⽣
⼆
⽇
神
⼀
︑号
⼆
⼤
⽇
孁
貴
⼀
︑天
照
⼤
神
是
也
︑

天
照
⼤
神
所
レ
⽣
神
号
⽈
⼆
正
哉
吾
勝
々
速
⽇
天
忍
穂
⽿
尊
⼀
︑
天
照
⼤
神
⽈
︑
豊
葦
原
中
国
︑
是
吾
児

可
レ
王
之
地
也
︒
⽅
当
レ
降
⼆
吾
児
⼀
矣
︒
且
将
レ
降
間
︑
皇
孫
已
⽣
︑
号
⽈
⼆
天
津
彦
々
⽕
瓊
瓊
杵
尊
⼀
︒

時
有
レ
奏
⽈
︑
欲
下
以
⼆
此
皇
孫
⼀
代
降
上
︑
故
天
照
⼤
神
以
⼆
五
部
神
⼀
使
⼆
配
侍
⼀
焉
︒﹂︵
巻
⼆
⼗
九
︑
荷

前
条
︶
①
⼋
洲
起
源
章
の
本
⽂
︑
②
四
神
出
⽣
章
の
本
⽂
︑
③
瑞
珠
盟
約
章
の
本
⽂
︑
④
天
孫
降
臨
章

第
⼀
の
⼀
書
︑
⑤
同
じ
⼀
書
の
前
半
部
分
︑
⑥
後
半
分
か
ら
抄
出
綴
合
し
た
も
の
で
あ
る
が
︑
天
照

⼤
神
の
出
⽣
か
ら
皇
孫
の
降
臨
ま
で
皇
統
の
⼤
筋
を
要
領
よ
く
ま
と
め
て
い
る
︒ 

 

２
︐﹁
⽇
本
紀
云
︑
素
戔
烏
尊
甚
⽆
道
︑
不
レ
可
三
以
君
⼆
臨
宇
宙
⼀
︑
科
⼆
罪
過
⼀
⽽
使
三
抜
レ
髪
以
贖
⼆
其

罪
⼀
︑
亦
⽈
︑
抜
⼆
其
⼿
⾜
之
⽖
⼀
贖
之
︑
已
⽽
竟
逐
降
焉
︒﹂︵
巻
⼋
⼗
⼆
︑
贖
銅
︶
⽇
本
書
紀
と
部
分

的
に
⼀
致
︒
①
は
四
神
出
⽣
章
︑
②
は
宝
鏡
開
始
章
か
ら
抜
⽂
補
綴
し
た
も
の
︒ 

 

３
︐﹁
⽇
本
紀
云
︑
天
地
初
判
︑
陽
神
陰
神
共
合
⽣
⼆
蛭
児
⼀
︑
已
雖
⼆
三
歳
⼀
脚
猶
不
レ
⽴
︑
故
載
⼆
之
於

天
磐
櫲
樟
船
⼀
⽽
順
レ
⾵
放
弃
︒﹂︵
巻
⼋
⼗
⼆
︑
流
罪
︶
①
は
神
世
七
代
章
第
⼀
の
⼀
書
の
⽂
︑
②
は
⼋

洲
起
元
章
第
⼀
の
⼀
書
の
取
意
⽂
︑
③
は
四
神
出
⽣
章
第
⼆
の
⼀
書
の
⽂
を
⼆
箇
所
か
ら
採
て

続
け
た
取
意
補
綴
⽂
︒ 

 
 

  

↓
学
才
に
任
せ
て
縦
横
⾃
在
に
各
章
か
ら
抄
出
補
綴
し
て
⼀
⽂
に
構
成
し
た
引
⽤
で
︑
⽇
本
書
紀 

︵
神
代
巻
︶
の
内
容
に
よ
ほ
ど
習
熟
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
︒ 



四
︑
⽇
本
書
紀
へ
の
不
信 

１
︐
歴
代
天
皇
の
御
年
齢
︑
⻑
寿 

 
 

 
 

 

︵
古
事
記
︶ 

 
 

︵
在
位
年
数
︶ 

神
武
天
皇 

⼀
⼆
七
歳 

 
 

  
 

 
 

⼀
三
七
歳 

 
  

    

七
六
年 

綏
靖
天
皇 

 

⼋
四
歳 

 
 

  
 

 
 

 

四
五
歳 

 
 

 
   

三
三
年 

安
寧
天
皇 

 
五
七
歳 

 
 

 
  

 
 

 

四
九
歳 

 
 

 
   

三
⼋
年 

懿
徳
天
皇 

︵
七
七
歳
︶ 

 
   

 
  

 

四
五
歳 

 
 

 
 

 

三
四
年 

孝
昭
天
皇 

︵
⼀
⼀
四
歳
︶ 

  
 

 
 

 

九
三
歳 

 
 

 
 

 

⼋
三
年 

孝
安
天
皇 

︵
⼀
三
七
歳
︶ 

 
 

  
 

⼀
⼆
三
歳 

 
 

   

⼀
〇
⼆
年 

孝
霊
天
皇 

︵
⼀
⼆
⼋
歳
︶ 

      
 

⼀
〇
六
歳 

 
 

 
   

七
六
年  

孝
元
天
皇  

︵
⼀
⼀
六
歳
︶ 

  
     

 

五
七
歳 

         

五
七
年 

開
化
天
皇  

⼀
⼀
五
歳
︵
⼀
⼀
⼀
歳
︶   

 
六
三
歳 

 
 

 
 

 

六
〇
年 

 
 

 

崇
神
天
皇 

⼀
⼆
〇
歳
︵
⼀
⼀
九
歳
︶  

 
⼀
六
⼋
歳 

 
 

 
   

六
⼋
年 

垂
仁
天
皇  

⼀
四
〇
歳
︵
⼀
三
九
歳
︶ 

 

⼀
五
三
歳 

 
 

 
   

九
九
年 

 
  

景
⾏
天
皇 

⼀
〇
六
歳 (

⼀
四
六
歳) 

 
 

⼀
三
七
歳 

 
 

   

六
〇
年 

 
 

 

成
務
天
皇 

⼀
〇
七
歳
︵
九
⼋
歳
︶ 

 
 

 
 

九
五
歳 

 
 

 
  

六
⼀
年 

仲
哀
天
皇 

  

五
⼆
歳
︵
五
三
歳
︶ 

 
 

五
⼆
歳 

 
 

 
 

 
 

九
年 

応
神
天
皇 

⼀
⼀
⼀
歳 

 
 

 
 

 
 

⼀
三
〇
歳 

 
 

 
 

 
四
⼀
年 

 
 

 
 

 

＊
︵ 

︶
内
︑
書
紀
に
明
記
が
な
い
︑
ま
た
は
記
載
が
あ
て
も
︑
⽴
太
⼦
の
御
年
齢
よ
り
推
算
し
た
御
歳 

 
 

 
 

〇
仲
哀
天
皇
の
御
⽣
誕
は
︑こ
の
天
皇
の
九
年
に
五
⼆
歳
で
崩
御
さ
れ
て
い
る
か
ら
︑成
務
天
皇

⼗
九
年
の
時
と
な
る
︒御
⽗
⽇
本
武
尊
は
既
に
景
⾏
天
皇
四
⼗
三
年
に
崩
じ
ら
れ
て
い
る
︒⽗

が
崩
じ
て
三
⼗
六
年
後
の
降
誕
と
い
う
⽭
盾
が
あ
る
︵
本
居
宣
⻑
﹃
古
事
記
伝
﹄
三
⼀
︶︒ 

そ
の
他
︑
古
い
歴
代
の
御
降
誕
の
年
を
算
す
る
と
︑
た
い
て
い
⽗
皇
の
御
年
六
〇
七
〇
歳

の
後
で
あ
り
︑
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
⽣
理
の
常
則
か
ら
し
て
あ
り
得
な
い
の
で
は
な
い
か
︒ 

 
 

 
 

〇
列
聖
の
⻑
寿
の
み
で
な
く
︑
⽇
本
紀
に
は
⻑
寿
の
⼈
が
多
い
︒
武
内
宿
禰
は
⼆
七
〇
歳
以
上
︑

吉
備
津
彦
は
⼀
⼆
〇
歳
以
上
等
々
の
例
が
散
⾒
す
る
︒ 

２
︐
⽇
本
書
紀
の
紀
年 

 
 

〇
讖
緯
説 

⾃
然
現
象
を
⼈
間
界
の
出
来
事
と
結
び
つ
け
︑政
治
社
会
の
未
来
動
向
を
宿
命
論
的
に
説

く
︒
特
に
王
朝
の
興
亡
や
⼈
の
吉
凶
を
予
⾔
し
︑
前
漢
末
か
ら
南
北
朝
期
か
け
流
⾏
し
た
︒ 

 
 

 
 

 
 

⼲
⽀
⼀
運
六
〇
年
を
周
期
と
し
て
運
命
は
移
り
変
わ
る
︒
特
に
⾟
⾣
は
⾰
命
︑
甲
⼦
は
⾰

令
の
年
で
︑
国
家
の
⼤
変
⾰
が
あ
る
︒
六
〇
年
の
⼆
⼗
⼀
倍
︑
⼆
⼀
元
⼀
⼆
六
〇
年
を

⼀
蔀
と
い
い
︑
⼤
き
な
変
⾰
が
あ
る
︒
特
に
⼀
蔀
と
⾟
⾣
が
重
な
る
年
に
は
︑
歴
史
上
の

⼤
変
⾰
が
起
こ
る
運
命
に
あ
る
と
い
う
︒
推
古
天
皇
の
九
年
︵
六
〇
⼀
︶
は
⾟
⾣
︑
そ
れ

よ
り
⼀
蔀
⼀
⼆
六
〇
年
前
の
⾟
⾣
︵BC

六
六
〇
︶
を
︑
⽇
本
国
家
最
⼤
の
事
件
で
あ
る
神

武
天
皇
即
位
の
元
年
と
し
︑
以
下
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
代
に
あ
て
年
紀
を
⽴
て
た
の
が
︑
⽇
本

書
紀︵
も
し
く
は
そ
の
原
資
料
︶の
紀
年
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒︵
那
珂
通
世﹃
上
世
年
紀
考
﹄︶ 

○
わ
が
国
の
古
伝
は
不
正
確
で
︑
古
い
と
こ
ろ
は
御
歴
代
の
天
皇
︑
果
た
し
て
実
在
し
た
ま
う
た
の



か
︑
そ
れ
と
も
後
世
︑
記
紀
編
纂
時
代
に
近
く
︑
架
空
に
設
定
し
て
古
く
遡
ら
せ
た
の
で
は
な
い
か
︑

と
い
う
よ
う
な
疑
問
が
あ
り
︑
戦
後
は
こ
れ
を
強
調
し
て
憚
ら
な
か
た
︒ 

 
 

 
 

も
し
勝
⼿
に
捏
造
し
て
も
よ
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
︑仁
徳
天
皇
以
前
を
⼗
五
代
と
せ
ず
︑三
⼗
数

代
︑
四
⼗
代
と
す
れ
ば
無
理
な
ご
⻑
寿
も
な
く
な
り
︑
常
識
的
な
諒
解
を
得
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
︒
そ

う
し
な
か
た
の
は
︒御
歴
代
天
皇
の
正
系
が
古
伝
と
し
て
伝
え
ら
れ
た
皇
統
譜
は
厳
然
と
し
て
こ
れ

に
⼿
を
加
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
︑
こ
れ
を
尊
重
し
た
か
ら
で
あ
る
︒
他
⽅
︑
讖
緯
の
説
に
よ
る
歴
史

推
移
の
法
則
を
信
じ
て
︑
こ
れ
を
破
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
こ
ろ
か
ら
起
こ
た
事
で
あ
て
︑﹃
⽇

本
書
紀
﹄
の
編
纂
に
関
係
し
た
⼈
々
は
︑
謹
直
誠
実
な
学
者
で
あ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
︒ 

○
﹃
宋
書
﹄
倭
国
伝
に
よ
れ
ば
﹁
⾼
祖
︵
武
帝
︶
永
初
⼆
年
︵
四
⼆
⼀
︶
倭
讃
︑
万
⾥
︑
修
貢
﹂
と
あ

る
︒﹁
讃
﹂
は
仁
徳
天
皇
︑
仁
徳
天
皇
は
第
⼗
六
代
天
皇
で
あ
る
か
ら
︑
仁
徳
天
皇
以
前
に
⼗
五
代
の

天
皇
の
存
在
︒
⽗
⼦
相
承
の
場
合
︑
特
に
⻑
⼦
相
承
で
は
な
く
⼆
・
三
・
四
⼦
相
承
が
多
い
こ
と
も

考
え
︑
⼀
代
三
〇
年
と
し
て
︑
そ
の
⼗
五
倍
︑
即
ち
四
五
〇
年
前
が
第
⼀
代
神
武
天
皇
︒
仁
徳
天
皇

の
時
代
と
し
て
確
認
さ
れ
た
四
⼆
⼀
年
よ
り
約
四
五
〇
年
前
︑
紀
元
前
三
〇
年
四
〇
年
頃
が
第
⼀

代
神
武
天
皇
が
建
國
創
業
の
⾏
わ
れ
た
時
代
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
︒ 

３
︐
記
事
の
誤
謬
︑
錯
簡 

 
 

〇
欽
明
天
皇
⼗
三
年
︵
五
五
⼆
︶
の
仏
教
伝
来
記
事
の
う
ち
︑
百
済
の
聖
明
王
の
上
表
⽂
は
︑
唐
の
義

浄
が
⻑
安
三
年
︵
⼤
宝
三
年
︑
七
〇
三
︶
に
翻
訳
し
た
⾦
光
明
最
勝
王
経
の
⽂
に
よ
て
い
る
こ
と
が

明
ら
か
に
な
り
︵
敷
⽥
年
治
﹃
標
註
⽇
本
紀
﹄︵
明
治
⼆
四
年
︶︑
記
事
の
真
実
性
に
多
⼤
な
疑
惑

が
も
た
れ
る
よ
う
に
な
た
︒
そ
の
上
﹃
上
宮
聖
徳
法
王
帝
説
﹄﹃
元
興
寺
伽
藍
縁
起
并
流
記
資
材

帳
﹄
に
は
戊
午
年
︵
五
三
⼋
︶
伝
来
説
が
伝
え
ら
れ
て
お
り
︑
同
時
に
そ
れ
は
継
体
・
安
閑
・
宣
化
・

欽
明
朝
の
⽇
本
紀
の
年
紀
の
錯
誤
の
問
題
と
も
絡
み
合
て
︑
仏
教
公
伝
を
欽
明
天
皇
⼀
三
年
壬

申
︵
五
五
⼆
︶
で
は
な
く
五
三
⼋
年
戊
午
と
す
る
説
が
有
⼒
︒
⽇
本
紀
撰
上
の
直
前
に
聖
明
王
の
上

表
⽂
の
個
所
を
最
勝
王
経
の
⽂
か
ら
採
て
修
飾
し
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
が
︑
仏
像
や
経
典
︑

僧
侶
の
渡
来
が
仏
教
伝
来
の
内
容
で
あ
る
か
ら
︑
何
度
も
⾏
わ
れ
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
別
の
資
料
に
伝

え
ら
れ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
︒ 

 

五
︑
最
近
五
〇
年
間
に
お
け
る
⽇
本
書
紀
観
の
変
化
︱
考
古
学
の
学
術
成
果
の
活
⽤ 

１
︐
武
寧
王
陵
の
発
⾒
︵
昭
和
四
六
年
︶︵
韓
国
忠
清
南
道
公
州
市
の
宋
⼭
⾥
古
墳
群
中
︶ 

 
 

 
 

墓
誌
﹁
寧
東
⼤
将
軍
百
済
斯
⿇
王 

年
六
⼗
⼆
歳 

癸
卯
年
五
⽉
丙
戌
朔
七
⽇
壬
⾠
崩
到
﹂ 

 
 

 

⽊
棺
︱
⽇
本
に
し
か
⾃
⽣
し
な
い
コ
ウ
ヤ
マ
キ
を
使
⽤
︱
⽇
本
と
の
交
流 

 
 

 

﹃
⽇
本
書
紀
﹄
武
烈
天
皇
四
年
︑
是
歳
︑
百
済
の
末
多
王
︑
無
道
し
て
百
姓
に
暴
虐
す
︒
国
⼈
遂
に
除 

て
て
嶋
王
を
⽴
つ
︒
是
を
武
寧
王
と
す
︒
百
済
新
撰
に
云
は
く
︑
末
多
王
無
道
し
て
︑
百
姓
に
暴
虐
す
︒
国
⼈
共
に

除
つ
︒
武
寧
王
⽴
つ
︒
諱
は
斯
⿇
王
と
い
ふ
︒
是
れ
琨
⽀
王
⼦
の
⼦
な
り
︒
則
ち
末
多
王
が
異
⺟
兄
な
り
︒
琨
⽀
︑
倭
に
向
づ
︒

時
に
筑
紫
嶋
に
⾄
り
て
斯
⿇
王
を
⽣
む
︒
嶋
よ
り
還
し
送
り
て
京
に
⾄
ら
ず
し
て
︑
嶋
に
⽣
る
︒
故
因
り
て
名
く
︒︵
下
略
︶ 

継
体
天
皇
⼗
七
年
夏
五
⽉
︑
百
済
王
武
寧
薨
ず
︒ 

 

癸
卯
︵
五
⼆
三
︶
年 

↓
墓
誌
と
⽇
本
書
紀
の
記
事
と
が
⼀
致
す
る
︒ 



２
︐
埼
⽟
県
稲
荷
⼭
古
墳
出
⼟
鉄
剣
︵
⼑
︶
銘
の
発
⾒
︵
昭
和
五
⼗
三
年
九
⽉
︶ 

﹁
⾟
亥
年
七
⽉
中
記
︑
乎
獲
居
⾂
上
祖
名
意
富
⽐
垝
︑
其
児
多
加
利
⾜
尼
︑
其
児
名
弖
已
加
利
獲
居
︑ 

其
児
名
多
加
披
次
獲
居
︑
其
児
名
多
沙
⻤
獲
居
︑
其
児
名
半
弖
⽐
︑
／
其
児
名
加
差
披
余
︑
其
児
名 

乎
獲
居
⾂
︑
世
々
為
杖
⼑
⼈
⾸
︑
奉
事
来
⾄
今
︑
獲
加
多
⽀
⿄
⼤
王
寺
在
斯
⻤
宮
︑
時
吾
左
治
天
下
︑ 

令
作
此
百
練
利
⼑
︑
記
吾
奉
事
根
原
也
﹂ 

 

︵
釈
⽂
︶﹁
⾟
亥
年
七
⽉
中
記
す
︑
乎
獲
居
⾂
の
上
祖
︑
名
は
意
富
⽐
垝
︑
其
の
児
多
加
利
⾜
尼
︑
其 

 
 

の
児
名
は
弖
已
加
利
獲
居
︑
其
の
児
名
は
多
加
披
次
獲
居
︑
其
の
児
名
は
多
沙
⻤
獲
居
︑
其
児
名

は
半
弖
⽐
︑
／
其
の
児
名
は
加
差
披
余
︑
其
の
児
名
は
乎
獲
居
⾂
︑
世
々
杖
⼑
⼈
の
⾸
と
為
て
︑

奉
事
し
来
り
て
今
に
⾄
る
︒
獲
加
多
⽀
⿄
⼤
王
の
寺
︑
斯
⻤
宮
に
在
り
︒
時
に
吾
︑
天
下
を
佐
治

し
︑
此
の
百
練
の
利
⼑
を
作
ら
し
め
︑
吾
が
奉
事
の
根
原
を
記
す
也
﹂ 

① 

オ
ホ
ヒ
コ
②
タ
カ
リ
の
ス
ク
ネ
③
テ
ヨ
カ
リ
ワ
ケ
④
タ
カ
ハ
シ
ワ
ケ
⑤
タ
サ
キ
ワ
ケ

⑥
ハ
テ
ヒ
⑦
カ
サ
ハ
ヤ
⑧
ヲ
ワ
ケ
の
⾂ 

 

⼋
代
⽗
⼦
直
系
系
譜 

ヲ
ワ
ケ
の
⾂
の
上

祖
が
オ
ホ
ヒ
コ
で
あ
り
︑
世
々
︑
杖
⼑
⼈
︵
兵
仗
を
帯
び
る
警
固
の
⼈
︶
の
⾸
と
し
て
奉
事

し
来
た
り
て
今
に
⾄
る
そ
の
奉
事
の
根
原
を
⽰
し
て
︑⾃
ら
の
家
柄︵
譜
代
︶を
誇
る
︒ 

② 

ワ
カ
タ
ケ
ル
⼤
王
雄
略
天
皇
︵
稚
武
︑
幼
武
︑
若
建
︶︑
そ
の
崩
年
を
四
七
九
年
︵
紀
︶︑
記
で
は

⼰
⺒
年
︵
四
⼋
九
︶︑
⾟
亥
四
七
⼀
年
︵
五
三
⼀
︶
に
こ
の
銘
⽂
が
記
さ
れ
た
︒ 

③ 

雄
略
天
皇
朝
の
版
図 

江
⽥
船
⼭
古
墳
出
⼟
太
⼑
銘
の
冒
頭
を
従
来
﹁
治
天
下

𤟱
宮
弥
都
⻭
⼤

王
﹂︵

𤟱︵
た
じ
ひ
︶
の
宮
に
天
下
治
す
ミ
ズ
ハ
⼤
王
︶
と
読
み
︑
反
正
天
皇
の
こ
と
と
解
し
て

い
た
が
︑
稲
荷
⼭
古
墳
出
⼟
太
⼑
銘
⽂
の
発
⾒
に
よ
り
︑﹁
治
天
下
獲
加
多
⽀
⿄
⼤
王
世
﹂
と
訓

む
べ
き
で
あ
り
︑
雄
略
天
皇
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
た
︒
そ
う
す
る
と
雄
略
天
皇

朝
に
⻄
は
九
州
肥
後
︑
東
は
関
東
武
蔵
に
ま
で
勢
⼒
が
及
ん
で
い
た
こ
と
が
推
定
可
能
︒︵
武
蔵

国
に
⿃
養
部
や
⽩
髪
部
の
御
名
代
︑
関
東
に
⽳
穂
部
︵
孔
王
部
︶
の
御
名
代
設
置
︑
東
夷
の
謀
叛
を
平
定
︶ 

④ 

﹃
宋
書
﹄
倭
国
伝
の
倭
王
武
の
国
書
上
表
⽂
︵
四
七
⼋
年
︶
の
内
容
﹁
昔
よ
り
祖
禰
躬
ら
甲
冑

を
擐
き
︑
⼭
川
を
跋
渉
し
て
寧
所
に
遑
あ
ら
ず
︒
東
は
⽑
⼈
を
征
す
る
こ
と
五
⼗
五
国
︑
⻄
は

衆
夷
を
服
す
る
こ
と
六
⼗
六
国
﹂と
あ
る
内
容
に
対
応
す
る
︒四
六
駢
驪
体
の
堂
々
た
る
漢
⽂
︒ 

⑤ 

漢
字
使
⽤
が
︑
機
械
的
な
移
植
で
は
な
く
︑
⾳
訓
を
併
⽤
し
て
固
有
名
詞
を
表
し
︑
⽇
本
的
な

思
想
を
表
現
し
て
い
る
︒
鉄
製
太
⼑
に
⾦
銀
象
嵌
を
も
て
⽂
字
を
刻
む
精
緻
な
製
作
で
あ
る

か
ら
︑
平
常
の
政
治
の
事
務
な
ど
に
も
⽤
い
ら
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
︒
和
歌
⼭
県
隅
⽥

⼋
幡
宮
の
鏡
の
銘
⽂
に
も
⾳
訓
両
様
の
⾃
由
な
漢
字
の
使
⽤
が
み
え
る
︒﹁
意
柴
沙
加
宮
﹂︵
忍

坂
宮
︶
と
い
う
地
名
︑﹁
開
中
費
直
穢
⼈
﹂︵
河
内
直
漢
⼈
︶
と
い
う
⼈
名
な
ど
は
そ
の
例
︒﹁
癸

未
年
﹂
と
い
う
製
作
年
紀
︑
五
〇
三
年
︵
武
烈
天
皇
︶
か
四
四
三
年
︵
允
恭
天
皇
︑
倭
王
済
︶
か
︒ 

⑥ 

記
紀
を
実
証
す
る
系
譜 

﹁
其
児
﹂
で
つ
な
ぐ
⼋
代
に
わ
た
る
⽗
⼦
関
係
の
み
の
直
系
系
譜
︑

⻑
⼦
相
続
と
は
限
ら
な
い
か
ら
︑
⼀
世
代
三
〇
年
と
し
て
四
七
⼀
年
か
ら
七
⼋
代
遡
る
と
︑

⼆
三
⼀
年
⼆
六
⼀
年
頃
︑
崇
神
天
皇
の
崩
年
﹁
戊
寅
﹂
⼆
五
⼋
年
に
相
当
す
る
︒
上
祖
オ

ホ
ヒ
コ
は
⼤
彦
命
か
︒
奉
事
し
た
対
象
と
な
る
⼤
王
・
朝
廷
︑
記
紀
に
記
す
崇
神
天
皇
雄
略

天
皇
に
⾄
る
歴
代
皇
統
の
実
在
が
前
提
と
な
る
︒ 



 

 

３
︐
出
雲
荒
神
⾕
遺
跡
・
加
茂
岩
倉
遺
跡
か
ら
⼤
量
の
銅
鐸
︑
銅
剣
・
銅
⽭
出
現
と
そ
の
意
味 

 
 

 

＊
昭
和
五
⼗
九
年
︑
斐
川
町
荒
神
⾕
遺
跡
か
ら
銅
剣
三
五
⼋
本
︑
銅
⽭
⼀
六
本
︑
銅
鐸
六
個
が
⼀ 

挙
に
出
⼟
︒
銅
剣
三
五
⼋
本
の
う
ち
三
四
四
本
に
﹁
×
﹂
印
を
刻
す
︒ 

 
 

＊
平
成
⼋
年
︑
旧
神
原
郷
の
加
茂
町
岩
倉
の
農
道
⼯
事
現
場
か
ら
銅
鐸
三
⼗
九
個
が
出
⼟
︒
銅
鐸 

破
⽚
の
紐
の
部
分
に
﹁
×
﹂
印
を
刻
す
︒ 

 

〇
﹃
⽇
本
書
紀
﹄
崇
神
天
皇
六
⼗
年
条
に
︑
⽮
⽥
部
造
の
遠
祖
武
諸
隅
を
出
雲
に
派
遣
︑
出
雲
⾂
の 

遠
祖
振
根
の
不
在
中
に
弟
達
を
し
て
﹁
出
雲
の
神
宝
﹂
を
貢
上
せ
し
め
た
︒
そ
の
さ
ら
に
⼤
和
朝 

廷
は
吉
備
津
彦
・
武
渟
河
別
を
遣
わ
し
て
振
根
を
誅
伐
し
た
こ
と
が
み
え
︑
垂
仁
天
皇
⼆
⼗
六
年 

条
に
は
︑
重
ね
て
物
部
⼗
千
根
を
派
遣
し
て
︑﹁
出
雲
の
神
宝
﹂
を
﹁
検
校
し
掌
ら
し
め
た
﹂
と
あ

る
︒﹃
古
事
記
﹄
景
⾏
天
皇
の
段
に
︑
倭
建
命
が
出
雲
建
を
平
定
し
た
と
い
う
所
伝
︒ 

⼤
和
朝
廷
に
よ
る
出
雲
平
定
︑
神
宝
検
校
は
︑
崇
神
・
垂
仁
天
皇
朝
︵
３
世
紀
中
葉
か
ら
４
世
紀 

初
頭
︶
に
⾏
わ
れ
︑
引
き
続
い
て
景
⾏
天
皇
朝
︵
４
世
紀
前
半
の
中
頃
︶
に
⾄
り
終
結
し
た
で
あ

ろ
う
︒
神
宝
検
校
を
う
け
る
と
の
知
ら
せ
で
︑
急
遽
︑
神
宝
を
隠
匿
し
た
も
の
に
違
い
な
い
︒
×

印
は
そ
れ
を
物
語
る
︒ 

〇
⼤
和
朝
廷
に
よ
る
出
雲
平
定
が
実
証
さ
れ
る
と
︑
記
紀
神
代
巻
に
み
え
る
出
雲
の
﹁
国
譲
り
﹂
神

話
は
︑
そ
の
重
要
な
歴
史
事
実
﹁
神
宝
検
校
﹂
の
反
映
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
︒
舞
台
が
共
に
出
雲

で
あ
り
︑
事
件
が
国
譲
り
と
神
宝
検
校
で
同
じ
意
味
で
あ
る
こ
と
︑
主
格
の
⼤
国
主
命
は
出
雲
⽒

の
奉
ず
る
神
で
あ
り
︑
経
津
主
神
は
物
部
⽒
の
奉
ず
る
神
で
あ
り
︑
神
宝
検
校
で
活
躍
す
る
⼗
千

根
︑
武
諸
隅
も
物
部
⽒
で
あ
る
︒
出
雲
国
譲
り
神
話
と
崇
神
・
垂
仁
・
景
⾏
天
皇
朝
の
神
宝
検
校

の
事
実
が
対
応
す
る
︒
神
を
主
語
と
し
て
語
れ
ば
神
話
と
な
り
︑
⼈
物
を
中
⼼
に
記
述
す
れ
ば
歴

史
に
な
る
︒
出
雲
⼤
社
の
⾼
層
建
築
の
由
来
も
事
実
に
基
づ
く
︒ 

 



４
︐
⾼
句
麗
好
太
王
︵
広
開
⼟
王
︶
碑
⽂
の
後
世
捏
造
改
竄
説
の
⽡
解 

 
昭
和
四
⼗
⼋
年
︑
韓
国
の
考
古
学
者
李
進
煕
が
︑
明
治
⼗
七
年
酒
匂
⼤
尉
の
拓
本
は
⽇
本
側
の
⽴
場

か
ら
偽
造
改
竄
し
た
も
の
と
の
新
説
が
反
響
を
呼
び
︑
⽇
中
韓
三
国
の
研
究
者
の
議
論
と
な
る
︒
最

終
的
に
平
成
⼗
⼋
年
︑
中
国
社
会
科
学
院
除
建
新
が
︑
酒
匂
⼤
尉
の
拓
本
と
明
治
⼗
四
年
に
作
成
さ

れ
た
中
国
学
者
の
墨
書
と
が
完
全
に
⼀
致
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
︑
⽇
本
側
の
捏
造
偽
造
説

が
完
全
に
否
定
さ
れ
た
︒
⾟
卯
︵
三
九
⼀
︶
年
に
倭
国
軍
が
渡
海
︑
百
済
新
羅
を
破
り
⾂
⺠
と
な
す
︒

神
功
皇
后
三
韓
征
伐
︑
応
神
天
皇
紀
の
記
事
が
実
証
さ
れ
る
︒ 

５
︐
七
⽀
⼑ 

○
﹃
⽇
本
書
紀
﹄
神
功
皇
后
摂
政
五
⼗
⼆
年
九
⽉
丙
⼦
︵
⼗
⽇
︶
条
﹁
久
氐
等
︑
千
熊
⻑
彦
に
従
ひ
て
詣

り
︑
則
ち
七
⽀
⼑
⼀
⼝
︑
七
⼦
鏡
⼀
⾯
及
び
種
々
の
重
宝
を
献
る
︒﹂ 

○
⽯
上
神
宮
秘
蔵
﹁
七
⽀
⼑
﹂
全
⻑
七
⼗
五
セ
ン
チ
︑
両
刃
の
⼑
⾝
の
両
側
に
左
右
交
互
に
三
つ
宛
の

両
刃
の
⼩
枝
を
出
し
︑
⾝
と
枝
に
⾦
象
嵌
の
界
線
を
作
り
︑
界
線
内
に
⾦
象
嵌
の
銘
⽂
を
刻
す
︒ 

 

﹁
泰
和
四
年
□
⽉
⼗
⼀
⽇
丙
午
正
陽
︑
造
百
練
︵﹁
鋼
﹂
？
︶
七
⽀
⼑
︑
□
辟
百
兵
︑
宜
供
侯
王
︑
□ 

□
□
□
作
︒︵
以
上
表
︶﹁
先
世
以
来
︑
未
有
此
刃
︑
百
済
王
︵
？
︶
世
⼦
︵
？
︶
奇
⽣
聖
⾳
︑
故 

為
倭
王
旨
造
︑
傳
不
□
世
︒︵
以
上
裏
︶﹂ 


