
新
刊
紹
介

西
郷
信
編
著
「
壬
申
紀
を
読
む
」

　
　
『
日
本
古
代
文
学
史
』
　
（
岩
波
全
書
改
稿
版
一
九
六
三
年
）
、

『
日
本
文
学
の
方
法
』
　
（
未
来
社
Ｔ
几
六
〇
年
）
、
『
詩
の
発
生
』

（
来
来
社
Ｔ
几
六
四
年
）
、
『
古
事
記
注
釈
』
全
四
巻
（
平
凡
社
一

九
七
六
年
～
フ
几
八
九
年
）
等
々
の
著
作
に
よ
っ
て
古
代
文
学
に
新

し
い
光
を
当
て
て
こ
ら
れ
た
一
方
、
『
日
本
文
学
の
古
典
』
岩
波
新

書
第
二
版
一
九
六
六
年
）
な
ど
で
多
く
の
人
々
に
知
ら
れ
て
い
る
西

郷
信
綱
氏
が
、
昨
年
の
六
月
『
壬
申
記
を
読
む
』
を
出
版
さ
れ
た
。

『
古
事
記
注
釈
』
執
筆
中
「
や
は
り
壬
申
の
乱
と
ま
と
も
に
付
き
あ
っ

て
み
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
と
い
う
思
い
が
次
第
に
募
っ
て
い
っ
た
」

（
本
書
「
あ
と
が
き
」
）
結
果
だ
と
い
わ
れ
る
。

　
壬
申
紀
と
は
日
本
書
紀
巻
第
二
十
八
　
天
武
天
皇
紀
上
を
指
す
。

こ
の
部
分
は
壬
申
の
年
（
六
七
二
）
の
最
大
の
事
件
、
壬
申
の
乱
の

記
述
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
壬
申
紀
と
よ
ば
れ
る
こ
の
部
分
の
記
述

に
は
、
日
本
書
紀
全
体
と
異
な
る
リ
ァ
リ
テ
ィ
ー
が
あ
る
と
い
わ
れ

て
い
る
。
記
述
の
素
材
に
壬
申
の
乱
に
従
軍
し
た
舎
人
の
手
記
や
大

伴
氏
の
家
記
が
あ
っ
た
と
か
ん
が
え
ら
れ
、
そ
れ
が
記
述
に
リ
ァ
リ

テ
ィ
ー
を
与
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
本
書
で
西
郷
氏
は
日
本
古
典
文
学
大
系
本
『
日
本
書
紀
』
下
収
の

壬
申
紀
本
文
を
一
節
ず
つ
掲
げ
て
ま
こ
と
に
丁
寧
に
よ
み
す
す
め
る
。

そ
の
よ
み
方
は
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
が
示
す
よ
う
に
「
歴
史
と
文
化
と
言

語
」
の
問
題
と
し
て
で
あ
る
。
西
郷
氏
は
「
序
」
の
「
壬
申
の
乱
に

ど
う
近
づ
く
か
」
、
巻
末
「
拙
論
」
二
の
五
な
ど
で
壬
申
の
乱
へ
の

近
づ
き
方
を
示
さ
れ
て
い
る
。

　
壬
申
の
乱
に
つ
い
て
の
研
究
は
多
く
歴
史
家
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て

き
た
。
そ
し
て
北
山
茂
夫
『
壬
申
の
内
乱
』
　
（
岩
波
書
店
　
フ
几
七

八
年
）
、
田
中
卓
『
壬
申
の
乱
と
そ
の
前
後
』
　
（
図
書
刊
行
会
　
一

九
八
五
年
）
、
直
木
孝
次
郎
『
壬
申
の
乱
』
　
（
塙
書
房
　
一
九
六
一

年
、
増
補
版
　
フ
几
九
二
年
）
、
等
の
す
ぐ
れ
た
業
績
が
あ
る
。
古

代
史
の
中
で
壬
申
の
乱
を
論
じ
た
も
の
も
多
い
。

　
そ
う
し
た
中
で
文
化
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
る
西
郷
氏
の
視
点
に

ユ
ニ
ー
ク
さ
が
あ
る
。
氏
は
壬
申
の
乱
が
、
王
位
継
承
を
め
ぐ
っ
て

起
こ
っ
た
内
乱
で
あ
る
か
ら
、
従
来
政
治
史
・
事
件
史
と
し
て
扱
わ

れ
て
き
た
の
は
当
然
だ
と
さ
れ
な
が
ら
、
壬
申
の
乱
そ
の
も
の
が
そ

れ
ま
で
の
王
位
継
承
事
件
と
「
質
を
異
に
す
る
独
自
な
性
格
」
を
も

ち
、
そ
れ
を
把
え
る
に
は
既
成
の
学
問
領
域
に
収
ま
り
き
れ
な
い

「
奥
行
と
厚
み
」
を
も
っ
て
い
る
故
に
、
「
壬
申
紀
を
真
に
読
む
に

は
、
仕
切
り
の
隔
壁
を
何
と
か
取
り
払
い
、
複
数
の
領
域
に
踏
み
こ

ん
で
ゆ
く
と
い
う
困
難
が
課
せ
ら
れ
る
。
」
と
い
わ
れ
る
。
そ
こ
で

文
化
と
い
う
視
点
が
で
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
西
郷
氏
は
初
期
万
葉
の
歌
の
独
自
性
を
早
く
か
ら
論
理
化
さ
れ
て

こ
ら
れ
た
方
だ
が
、
壬
申
記
に
取
組
ま
れ
た
の
も
そ
こ
か
ら
出
て
い

る
。
前
に
の
べ
た
よ
う
に
氏
は
壬
申
の
乱
を
「
た
ん
に
政
治
上
の
事
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件
と
い
う
狭
い
枠
」
の
中
で
見
る
「
従
来
の
や
り
方
」
を
「
あ
き
足

ら
ぬ
」
と
し
、
一
方
で
は
万
葉
集
の
歌
を
「
即
自
的
に
享
受
す
る
だ

け
」
の
「
や
り
方
」
に
も
ま
た
「
あ
き
足
ら
な
く
な
っ
た
」
と
さ
れ

る
。
壬
申
の
乱
を
「
万
葉
の
歌
の
い
わ
ゆ
る
Ａ
歴
史
的
背
景
Ｖ
と
す

る
見
地
」
も
「
作
品
と
そ
の
歴
史
的
背
景
と
い
う
図
式
を
見
て
い
る

古
い
思
考
法
」
と
評
し
、
そ
れ
を
「
解
体
」
さ
せ
、
「
万
葉
の
歌
の

姿
を
も
っ
と
根
源
的
に
、
つ
ま
り
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
と
ら
え
る
新
た
な

視
野
を
開
く
」
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。

　
　
『
壬
申
紀
を
読
む
』
は
き
わ
め
て
刺
激
的
な
書
で
あ
る
が
、
と
り

わ
け
わ
た
し
が
興
味
を
そ
そ
ら
れ
た
の
は
、
壬
申
の
乱
を
経
験
し
た

世
代
と
そ
の
後
の
世
代
、
例
え
ば
、
安
八
磨
郡
の
湯
泳
令
で
あ
っ
て
、

大
海
人
皇
子
の
側
に
つ
き
、
目
ざ
ま
し
く
働
い
て
「
将
軍
」
と
よ
ば

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
多
品
治
と
、
そ
の
息
子
と
考
え
ら
れ
て
い
る
大

安
万
侶
の
問
題
を
と
り
あ
げ
て
お
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
太
安
万

侶
は
い
う
ま
で
も
な
く
古
事
記
撰
録
者
で
あ
る
。
地
方
豪
族
の
子
弟

が
文
字
を
知
り
は
じ
め
る
の
は
中
央
と
の
接
触
の
中
の
こ
と
で
、
大

宝
令
以
後
は
国
学
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
で
、
急
速
に
識
字
層
が
つ
く

ら
れ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
が
、
壬
申
の
乱
当
時
は
ま
だ
少
数
の
識

字
者
が
い
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
父
多
品
は
武
人
と
し

て
生
き
、
次
の
世
代
の
安
万
侶
は
文
人
と
し
て
生
き
た
。
西
郷
氏
は

壬
申
の
乱
を
こ
う
し
た
生
活
構
造
、
文
化
構
造
の
激
変
を
も
た
ら
し

た
も
の
と
し
て
大
伴
安
麻
呂
と
旅
人
、
高
市
皇
子
と
長
屋
工
、
藤
原

鎌
足
と
不
比
等
父
子
の
間
を
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
示
唆
さ
れ
る
。
余

談
だ
が
私
は
読
み
な
が
ら
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
か
ら
は
じ
ま
っ
た

経
済
高
度
成
長
を
境
と
す
る
、
わ
た
し
た
ち
の
生
活
、
文
化
構
造
の

変
化
、
第
一
次
産
業
の
親
か
ら
の
第
二
、
三
次
産
業
へ
の
子
の
流
出

を
思
い
起
こ
し
た
。
歴
史
に
興
味
を
も
つ
人
、
万
葉
の
歌
に
興
味
を

も
つ
人
等
も
読
ん
で
お
も
し
ろ
い
本
で
あ
る
。
　
（
古
庄
ゆ
き
子
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
平
凡
社
刊
　
二
四
七
二
円
）
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