
評

書

評

三
品
彰
英
編

臼

本
書
紀
研
究
第
一
冊

柴
　
　
田

実

・
三
贔
彰
英
博
士
を
中
心
に
、
そ
の
友
人
．
門
下
生
ら
か
ら
成
る
賃
本
書
紀

研
究
の
小
さ
な
サ
ー
ク
ル
の
存
在
は
、
大
阪
の
薩
木
孝
次
郎
氏
ら
を
中
心
と

す
る
続
臼
本
紀
研
究
会
ほ
ど
に
は
、
こ
れ
ま
で
学
界
に
知
ら
れ
て
い
な
か
っ

た
か
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
た
び
そ
の
サ
ー
ク
ル
・
メ
ム
パ
：
の
手
に
よ
っ

て
も
の
さ
れ
た
論
文
十
一
編
を
集
め
て
、
　
巻
の
成
書
が
公
に
さ
れ
た
。
題

し
て
『
日
本
書
紀
研
究
島
と
い
い
、
附
す
る
に
第
…
巻
の
文
字
を
も
っ
て
し

て
い
る
こ
と
は
、
今
後
さ
ら
に
第
二
・
第
三
巻
の
つ
づ
い
て
刊
行
せ
ら
る
べ

き
こ
と
を
表
示
し
た
も
の
と
い
う
べ
く
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
研
究
サ
ー
ク
ル

の
将
来
の
さ
ら
に
大
き
な
発
展
へ
の
期
待
を
こ
め
て
、
こ
こ
に
ま
ず
も
っ
て

そ
の
初
生
児
誕
生
を
祝
い
た
い
と
思
う
。

　
収
載
の
論
文
十
一
編
全
部
の
内
容
を
一
々
こ
こ
に
紹
介
す
る
こ
と
は
、
紙

輻
の
と
ヶ
て
い
許
さ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
嚇
お
う
そ
の
題
目
だ
け
を
掲

げ
る
こ
と
に
す
れ
ば

　
　
日
本
欝
紀
漸
一
載
の
百
溶
一
王
暦
　
　
　
　
　
…
ニ
ロ
開
三
星
ハ

　
　
説
紀
神
舐
形
成
の
㎝
考
察
　
　
　
　
　
　
泉
香
康
夫

　
　
大
伴
金
村
の
央
脚
　
　
　
　
、
　
　
　
　
八
木
　
充

　
　
祭
官
山
概
立
の
意
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
田
疋
羅

蘇
我
氏
の
部
畏
支
配

欽
明
朝
に
お
け
る
百
済
の
対
倭
外
交

造
籍
と
大
化
改
新
詔

天
武
天
黒
の
潮
葬
礼
考

隼
人
燈
籠
考

日
本
轟
滑
紀
素
材
論
へ
の
一
つ
の
試
み

日
野
　
昭

笠
井
倭
人

岸
俊
男

安
井
良
三

小
林
行
雄

木
下
礼
仁

　
以
上
の
目
録
を
一
覧
し
て
す
ぐ
に
気
づ
か
れ
る
こ
と
は
、
従
来
日
本
書
紀

研
究
と
い
え
ば
、
ま
ず
そ
の
い
わ
ゆ
る
神
代
巻
を
中
心
と
す
る
神
話
的
伝
承

か
、
も
し
く
は
こ
れ
に
つ
づ
く
神
武
紀
の
建
国
伝
説
を
主
題
と
す
る
も
の
が

大
半
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
本
書
は
泉
谷
氏
の
論
文
一
編
を
除
い
て
、
他

は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
継
体
・
欽
明
朝
以
後
を
取
扱
っ
て
お
り
、
そ
の
中
で
も

と
く
に
否
済
と
の
関
係
に
関
す
る
研
究
が
四
丁
の
多
き
を
占
め
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
サ
ー
ク
ル
・
リ
ー
ダ
！
三
贔
博
士
の
感

化
が
若
い
研
究
者
の
上
に
及
ん
だ
お
の
ず
か
ら
の
結
果
と
み
る
べ
く
、
本
書

の
臼
本
書
紀
研
究
文
献
と
し
て
の
評
価
も
ま
ず
こ
の
颪
か
ら
取
上
げ
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
。

　
第
一
、
巻
頭
三
二
博
士
の
論
文
は
百
済
王
暦
に
関
す
る
臼
済
所
伝
の
不
｝

致
点
に
着
目
し
、
こ
れ
を
比
較
対
照
し
っ
っ
正
し
い
王
麿
を
復
原
し
よ
う
と

す
る
試
み
で
あ
る
が
、
そ
の
方
法
は
た
だ
田
済
双
方
の
所
伝
の
ど
ち
ら
か
一

つ
が
正
し
く
、
他
は
誤
で
あ
る
と
簡
単
に
処
理
す
る
の
で
は
な
く
、
不
一
致

を
も
た
ら
す
よ
う
に
な
っ
た
双
方
の
事
情
を
と
も
ど
も
考
察
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
却
っ
て
そ
の
背
後
に
か
く
さ
れ
て
い
る
史
実
を
ぱ
、
明
る
み
に
引
き

出
そ
う
と
す
る
、
柔
軟
巧
妙
な
考
証
で
、
や
は
り
若
い
研
究
老
に
は
見
ら
れ

な
い
老
錬
さ
が
感
ぜ
ら
れ
る
。
八
木
氏
の
論
文
は
従
来
も
っ
ぱ
ら
書
紀
の
記

述
に
も
と
づ
い
て
、
欄
鞠
約
に
氏
の
構
造
や
掴
劃
と
の
衡
蓮
に
お
い
て
理
解
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ざ
れ
て
い
た
大
伴
金
村
失
脚
の
理
由
を
ば
、
朝
鮮
側
の
史
料
を
利
署
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
よ
り
広
い
視
野
か
ら
検
討
し
、
倭
国
の
魁
朝
鮮
支
配
方
式
が

駐
屯
軍
に
よ
る
軍
事
的
直
接
支
配
（
昂
騰
支
配
〉
か
ら
、
田
本
府
に
よ
る
行
政

的
間
接
的
支
配
に
転
換
し
た
過
程
を
そ
の
背
景
と
し
て
考
え
よ
う
と
す
る
も

　
の
、
笠
井
氏
の
論
文
は
こ
れ
と
逆
に
、
百
済
の
対
倭
外
交
に
つ
い
て
日
系
否

済
官
僚
が
政
治
・
軍
事
（
乞
師
）
両
颪
に
お
い
て
大
い
に
活
躍
し
た
事
実
を
究

明
し
て
い
る
。

　
　
つ
ぎ
に
欝
本
史
固
有
の
風
評
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
の
中
、
も
っ
と
も
雄

編
は
や
は
り
岸
俊
男
氏
の
所
論
と
い
う
べ
き
か
。
岸
氏
が
古
代
の
戸
籍
や
計

帳
に
見
え
る
人
名
の
う
ち
生
年
十
二
支
に
因
む
命
名
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の

．
多
い
こ
と
に
悲
母
し
、
．
こ
れ
を
基
礎
に
実
際
に
造
籍
の
行
な
わ
れ
た
年
次
や

そ
の
信
懲
性
を
考
証
し
よ
う
と
し
た
試
み
は
部
分
的
に
す
で
に
一
一
三
発
表
さ

れ
て
い
る
が
、
こ
の
た
び
は
い
よ
い
よ
そ
の
所
論
を
拡
大
し
て
造
籍
・
班
田
等

．
の
こ
と
が
普
通
信
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
大
化
二
年
、
改
新
詔
発
布
の
時
期

に
ま
で
と
う
て
い
遡
り
え
な
い
こ
と
を
極
め
て
綿
密
精
緻
な
史
料
考
証
の
上

に
論
究
さ
れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
大
化
改
新
詔
本
文
（
主
文
昇
に
凡
条
）
が
決

し
て
大
化
一
一
年
発
布
当
初
、
の
ま
ま
の
も
の
で
な
く
、
後
の
大
宝
令
も
し
く
は

浄
御
原
令
に
拠
っ
て
潤
色
造
作
さ
れ
た
形
　
の
あ
る
こ
と
は
っ
と
に
津
田
町

冶
吉
博
士
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
後
の
研
究
春
も
多
く
そ
の
説

を
認
め
つ
つ
、
な
お
そ
の
内
容
に
近
い
新
制
度
（
戸
籍
・
計
帳
を
つ
く
り
六
年
｝

度
造
籍
等
）
が
こ
の
と
き
は
じ
め
て
打
立
て
ら
れ
た
と
い
う
点
だ
け
は
、
こ
れ

を
慕
実
と
み
よ
う
と
す
る
も
の
が
多
か
っ
た
が
、
今
や
岸
氏
の
い
う
と
こ
ろ

に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
何
ら
確
実
な
根
拠
を
も
た
ぬ
、
詔
と
と
も
に
造
作
さ
れ

た
事
実
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
ひ
い
て
は
大
化
改
新
自
体
の
否
認
に
ま
で
至

る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
の
口
気
で
あ
る
。
結
論
の
重
大
さ
に
鑑

み
て
諸
方
面
か
ら
の
丁
で
う
精
緻
な
検
討
の
な
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

　
泉
谷
氏
の
記
紀
神
話
形
成
に
つ
い
て
の
所
論
は
、
天
照
大
神
と
素
蓋
鳴
尊

と
の
原
型
を
、
賀
茂
伝
説
に
い
う
玉
依
日
女
・
欝
欝
臼
子
の
関
係
に
擬
し
て
、

ヒ
ル
メ
・
ヒ
ル
コ
と
い
う
対
偶
神
に
ま
で
篠
原
し
、
か
つ
そ
の
背
後
に
穀
霊

信
仰
を
想
定
し
よ
う
と
す
る
甚
だ
管
見
に
富
ん
だ
考
察
で
あ
る
が
、
そ
の
穀

霊
儒
仰
が
日
栄
僑
仰
へ
と
推
移
す
る
に
伴
っ
て
ヒ
ル
メ
・
ヒ
ル
コ
が
天
照
大

神
と
素
尊
と
に
発
展
し
た
と
す
る
、
そ
の
過
程
と
そ
の
実
年
代
の
推
論
に
は

い
さ
さ
か
形
式
的
に
割
切
り
過
ぎ
た
と
こ
ろ
が
あ
り
、
さ
ら
に
慎
重
な
検
討

を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
上
墜
氏
が
祭
嘗
中
鷺
矯
の
成
立
の
問
題

と
関
連
し
て
、
日
奉
部
や
日
置
部
の
性
格
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
と
こ
ろ
と

も
関
連
す
る
が
、
天
皇
家
が
日
神
の
子
孫
で
あ
る
と
し
て
天
照
大
神
を
高
く

標
置
し
、
日
奉
部
や
日
鷹
部
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
よ
し
や
新
し

く
と
も
、
民
俗
信
仰
と
し
て
の
藁
蕎
崇
拝
は
皇
霊
縦
谷
と
と
も
に
も
っ
と
古

い
時
代
に
遡
ら
せ
得
ら
れ
る
の
で
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
最
後
に
小
林
氏
の
「
隼
人
造
古
狸
扁
は
こ
れ
ま
で
も
っ
ぱ
ら
営
門
警
圃
乃

至
俳
優
（
わ
ざ
お
ぎ
）
に
闘
乱
し
て
そ
の
職
能
が
考
え
ら
れ
て
い
た
隼
人
は
、

そ
の
始
祖
俵
説
の
上
か
ら
も
籠
を
作
る
こ
と
を
そ
の
生
業
に
し
て
い
た
部
族

で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
興
味
あ
る
新
見
解
を
立
て
て
い
る
。
最
近
古
代
技

術
史
に
つ
い
て
好
著
を
も
の
さ
れ
て
い
る
同
氏
に
し
て
は
じ
め
て
こ
の
点
に

気
付
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
考
古
学
者
の
立
場
か
ら
し
て
は
、
た
だ

の
文
献
史
料
だ
け
で
な
く
何
ら
か
遺
蹟
あ
る
い
は
遺
物
の
上
か
ら
す
る
そ
の

裏
付
け
が
望
ま
し
い
も
の
と
思
う
。

　
言
及
で
き
な
か
っ
た
論
文
に
も
そ
れ
ぞ
れ
注
鼠
す
べ
き
論
旨
が
認
め
ら
れ

る
が
、
紙
幅
の
都
A
口
こ
れ
を
割
愛
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
　
（
A
5
判
二
九
四
ペ
ー

ジ
　
　
縦
書
一
房
伽
先
行
　
定
価
二
六
〇
〇
円
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
購
教
授
）
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