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は
じ
め
に

　

従
来
草
薙
剣
は
以
下
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
「
皇
位
の
し
る

し
で
あ
る
八
咫
鏡
・
草
薙
剣
（
天
叢
雲
剣
）・
八
坂
瓊
曲
玉
の
三
種
宝
物
の
総

称
。（
中
略
）『
古
語
拾
遺
』
に
よ
れ
ば
、
神
武
天
皇
を
経
て
崇
神
朝
に
至
り
、
神

威
を
畏
み
殿
を
同
じ
く
す
る
を
不
安
と
し
、
鏡
と
剣
の
模
造
品
を
作
っ
て
護
身
の

御
璽
と
し
、
古
来
よ
り
伝
わ
る
鏡
・
剣
は
倭
（
や
ま
と
）
の
笠
縫
邑
に
遷
し
祭
っ

た
。
こ
の
模
造
品
が
す
な
わ
ち
後
世
即
位
の
際
忌
部
よ
り
新
帝
に
上
る
「
神
璽
の

鏡
剣
」
で
あ
る
と
）
（
（

。」。
つ
ま
り
草
薙
剣
は
三
種
の
神
器
の
内
の
一
つ
と
さ
れ
、
即

位
の
際
に
皇
太
子
に
受
け
継
が
れ
る
こ
と
で
皇
位
の
正
統
性
を
示
す
も
の
と
さ
れ

て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
神
野
志
隆
光
は
「
古
代
天
皇
神
話
の
完
成
」
に
お

い
て
、
三
種
の
神
器
の
内
の
剣
（
神
璽
の
剣
）
と
草
薙
剣
が
本
来
別
々
の
も
の
で

　
『
古
事
記
』・『
日
本
書
紀
』
に
見
え
る
草
薙
剣
は
、
従
来
三
種
の
神
器
の

う
ち
の
一
つ
と
し
て
、
受
け
継
ぐ
こ
と
で
王
権
の
正
統
性
を
保
証
す
る
神
璽

の
剣
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
神
野
志
隆
光
に
よ
っ
て
そ
う
し
た
草

薙
剣
の
姿
は
『
記
』・『
紀
』
に
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
に
さ
れ
、『
古

語
拾
遺
』
が
そ
う
し
た
言
説
を
生
み
出
し
た
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
本
稿
で
は

こ
れ
を
受
け
、『
古
語
拾
遺
』
を
編
纂
し
た
斎
部
広
成
の
側
か
ら
『
古
語
拾

遺
』
の
草
薙
剣
を
読
み
解
き
、『
古
語
拾
遺
』
の
草
薙
剣
を
め
ぐ
る
言
説

が
、
九
世
紀
に
お
け
る
天
皇
即
位
儀
礼
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
た
の
か

を
見
る
こ
と
で
、
草
薙
剣
と
神
璽
の
剣
の
同
一
視
が
斎
部
氏
の
固
有
の
祭
祀

実
践
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
ま
た
、『
古
語
拾

遺
』
の
神
武
天
皇
即
位
の
場
面
に
登
場
す
る
殿
祭
の
記
述
か
ら
、
そ
う
し
た

斎
部
氏
の
実
践
が
九
世
紀
に
お
け
る
即
位
儀
礼
の
変
化
に
対
応
す
る
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
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草
薙
剣
と
天
皇
即
位
儀
礼
（
谷
口　

潤
）

一
一
二

あ
り
、『
古
語
拾
遺
』
に
よ
っ
て
祭
祀
が
神
話
に
回
収
さ
れ
る
過
程
で
同
一
視
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
事
を
明
ら
か
に
し
た
）
（
（

。
こ
の
こ
と
は
神
話
が
祭
祀
の
起
源
で

あ
る
と
す
る
祭
儀
神
話
論
へ
の
批
判
で
あ
り
、
同
時
に
神
話
が
祭
祀
を
回
収
す
る

こ
と
で
新
た
な
神
話
を
生
み
出
す
「
テ
キ
ス
ト
の
運
動
」
が
行
わ
れ
た
も
の
と
し

て
『
古
語
拾
遺
』
を
位
置
づ
け
な
お
し
た
と
い
う
点
で
重
要
な
意
義
を
持
つ
と
言

え
る
。
さ
ら
に
神
野
志
は
こ
れ
に
よ
っ
て
、
従
来
の
研
究
が
「
神
器
」
と
い
う
正

統
性
の
中
に
天
皇
を
置
く
こ
と
で
、
意
図
的
で
は
な
い
に
せ
よ
、「
万
世
一
系
ノ

天
皇
」（
帝
国
憲
法
）
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
加
担
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な

い
事
を
指
摘
し
た
）
（
（

。
つ
ま
り
神
器
を
め
ぐ
る
正
統
性
の
論
理
は
常
に
再
構
築
さ
れ

続
け
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
斎
藤
英
喜
は
、
神
野
志
が
『
古
語
拾
遺
』
を
「
神
話
解
釈
学
」
の
中
に

位
置
づ
け
た
と
評
価
し
つ
つ
も
、
新
た
な
神
話
テ
キ
ス
ト
の
生
成
を
「
テ
キ
ス
ト

の
運
動
」
と
評
価
し
た
時
、
そ
れ
は
テ
キ
ス
ト
の
生
成
を
机
上
の
解
釈
に
押
し
と

ど
め
て
し
ま
う
と
指
摘
す
る
。
こ
こ
か
ら
斎
藤
は
神
話
テ
キ
ス
ト
の
生
成
を
祭
祀

者
の
実
践
に
求
め
る
。
特
に
『
古
語
拾
遺
』
に
登
場
す
る
鏡
に
つ
い
て
考
察
し
、

そ
れ
が
祭
祀
の
道
具
を
作
る
こ
と
を
掌
る
斎
部
氏
）
（
（

の
職
掌
と
不
可
分
な
言
説
で

あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
）
（
（

。

　

こ
う
し
た
『
古
語
拾
遺
』
の
読
み
の
変
化
を
踏
ま
え
つ
つ
、
本
稿
で
は
『
古
語

拾
遺
』
の
草
薙
剣
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
神
野
志
が
示
し
た
よ
う
に
『
古
語
拾

遺
』
は
『
古
事
記
』、『
日
本
書
紀
』（
以
下
『
記
』・『
紀
』
と
す
る
）
に
登
場
す

る
草
薙
剣
を
即
位
式
で
授
受
さ
れ
る
神
璽
の
剣
と
接
続
し
た
点
で
、
草
薙
剣
の
一

つ
の
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
で
あ
っ
た
と
言
え
る
が
、
次
は
『
古
語
拾
遺
』
の
編

纂
者
で
あ
る
斎
部
広
成
の
側
か
ら
『
古
語
拾
遺
』
の
草
薙
剣
を
読
む
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。
さ
ら
に
『
古
語
拾
遺
』
に
は
「
遺
れ
た
る
」
と
さ
れ
る
十
一
条
の
愁
訴

の
部
分
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
先
行
す
る
神
話
部
分
を
典
拠
と
し
て
そ
こ
か
ら
変
化

し
た
現
状
へ
の
不
満
を
示
し
た
『
古
語
拾
遺
』
の
主
張
と
も
い
う
べ
き
部
分
で
あ

る
。
そ
の
第
一
に
草
薙
剣
へ
の
崇
敬
を
説
い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
広
成
が
『
古

語
拾
遺
』
に
お
い
て
草
薙
剣
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

　

以
下
本
稿
で
は
『
古
語
拾
遺
』
の
草
薙
剣
を
斎
部
広
成
の
祭
祀
実
践
の
側
か
ら

検
討
す
る
こ
と
で
、
草
薙
剣
と
神
璽
の
剣
を
同
一
化
さ
せ
た
論
理
は
い
か
に
し
て

生
み
出
さ
れ
た
の
か
を
考
察
し
、
正
統
性
の
再
構
築
を
「
テ
キ
ス
ト
の
運
動
」
に

還
元
し
な
い
視
点
か
ら
、
草
薙
剣
の
歴
史
を
描
き
出
し
て
い
き
た
い
。

1
、
草
薙
剣
を
め
ぐ
る
研
究
史

　

そ
こ
で
ま
ず
草
薙
剣
の
研
究
史
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
近
代
以
降
初
め
て
草
薙

剣
に
つ
い
て
言
及
し
た
の
は
久
米
邦
武
で
あ
る
。
久
米
は
「
神
道
は
祭
典
の
古

俗
」（
一
八
九
二
）
で
草
薙
剣
に
つ
い
て
『
紀
』
や
『
古
語
拾
遺
』
を
使
い
、
初

め
て
歴
史
学
的
に
説
明
を
加
え
た
。
そ
こ
で
「
天
照
大
神
の
鏡
劔
玉
を
天
孫
瓊
々

杵
尊
に
授
け
給
ひ
て
よ
り
。
三
種
の
神
器
と
称
し
。
天
皇
の
御
璽
と
な
し
て
傳
授

せ
ら
る
。（
中
略
）
劔
は
素
戔
嗚
尊
の
出
雲
簸
川
上
に
於
て
。
八
岐
大
蛇
を
征
服

し
て
獻
じ
た
る
天
叢
雲
劔
に
て
。
後
に
草
薙
剣
と
称
す
）
（
（

」
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ

の
時
点
で
す
で
に
、
草
薙
剣
を
天
皇
に
伝
授
さ
れ
る
神
璽
と
し
て
捉
え
て
い
る
。

さ
ら
に
三
種
の
神
器
は
天
を
祀
る
祭
器
で
あ
る
と
す
る
が
、
も
と
も
と
は
神
座
を

飾
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
由
来
を
天
岩
戸
に
求
め
る
。
し
か
し
草
薙
剣
は
天
岩
戸

神
話
の
後
に
登
場
す
る
た
め
、
三
種
の
神
器
を
も
っ
て
神
座
を
飾
る
の
は
『
記
』・

『
紀
』
の
神
話
以
前
の
古
俗
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
「
韓
土
に
も
似
た
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一
一
三

る
風
俗
あ
り
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
比
較
神
話
学
的
な
視
点
を
持
っ
て
い

た
こ
と
も
わ
か
る
。

　

大
正
時
代
に
神
話
研
究
を
進
め
た
津
田
左
右
吉
は
『
神
代
史
の
新
し
い
研
究
』

（
一
九
二
四
）
に
お
い
て
、
草
薙
剣
が
神
璽
の
剣
で
あ
る
と
し
、「
神
宝
と
は
関
係

な
い
草
薙
剣
」
→
「
二
種
の
神
宝
（
神
璽
の
鏡
剣
）
と
し
て
の
草
薙
剣
」
→
「
三

種
の
神
器
と
し
て
の
草
薙
剣
」
と
い
う
改
変
が
『
記
』・『
紀
』
や
『
古
語
拾
遺
』

の
な
か
に
も
つ
れ
合
っ
て
存
在
し
て
い
る
と
す
る
）
（
（

。
こ
こ
で
津
田
が
個
々
の
草
薙

剣
に
つ
い
て
の
物
語
の
違
い
を
、
物
語
の
改
変
と
い
う
形
で
説
明
し
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
し
か
し
最
も
新
し
い
『
古
語
拾
遺
』
を
古
い
伝
承
を
残
す
も
の
と

し
、『
記
』
の
伝
承
よ
り
古
い
と
す
る
な
ど
、
論
拠
と
し
て
無
理
の
あ
る
部
分
も

あ
る
。

　

戦
前
に
は
比
較
神
話
学
の
観
点
か
ら
松
村
武
雄
や
三
品
彰
英
が
研
究
を
進
め
て

い
る
。
特
に
三
品
は
「
フ
ツ
ノ
ミ
タ
マ
考
」（
一
九
三
二
）
で
草
薙
剣
に
つ
い

て
、
漢
の
高
祖
の
持
つ
斬
蛇
剣
と
比
較
し
「
漢
の
高
祖
の
斬
蛇
剣
は
珠
玉
の
宝
器

と
と
も
に
太
子
即
位
の
際
に
授
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
な
か
ん
ず
く
後

者
の
例
は
、
ち
ょ
う
ど
わ
が
ム
ラ
ク
モ
ノ
剣
が
三
種
の
神
器
の
一
と
し
て
皇
位
継

承
の
瑞
で
あ
る
の
と
、
そ
の
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
）
（
（

」
と
述
べ
て
お
り
、
ス

サ
ノ
ヲ
の
大
蛇
退
治
の
物
語
を
漢
の
高
祖
の
斬
蛇
剣
や
高
句
麗
の
類
利
王
の
剣
と

比
較
し
、
剣
を
継
承
す
る
こ
と
は
中
国
や
朝
鮮
か
ら
の
受
容
で
あ
っ
た
と
す
る
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
思
考
の
裏
に
は
、
満
州
や
朝
鮮
の
神
話
を
未
発
達
の
物
と
と

ら
え
、
だ
か
ら
こ
そ
発
達
し
た
日
本
の
神
話
の
原
始
的
形
相
を
知
る
た
め
の
資
料

的
価
値
を
持
つ
と
い
う
考
え
が
あ
っ
た
）
（
（

。

　

戦
後
民
俗
学
の
立
場
か
ら
研
究
を
進
め
た
の
が
高
崎
正
秀
で
あ
る
。
高
崎
は

「
草
薙
剣
考
」（
一
九
五
四
）
に
お
い
て
草
薙
剣
の
名
前
に
注
目
す
る
。「
ク
サ
ナ

ギ
」
と
は
「
霊
蛇
」
あ
る
い
は
「
串
蛇
」
の
意
で
あ
り
、
串
と
は
大
地
の
霊
を
帰

属
さ
せ
使
役
す
る
聖
な
る
指
揮
棒
で
あ
る
と
し
た
。
ま
た
「
ク
サ
ナ
ギ
」
が
地
霊

の
表
象
と
し
て
蛇
（
ナ
ギ
）
の
信
仰
を
負
う
聖
な
る
齊
串
で
あ
る
と
し
、
そ
の
点

で
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
を
斬
っ
た
天
之
羽
々
斬
や
ク
シ
ナ
ダ
ヒ
メ
の
変
化
し
た
湯
津

爪
櫛
は
同
じ
信
仰
を
持
っ
て
い
た
と
す
る
）
（1
（

。

　

高
崎
は
一
つ
の
言
葉
か
ら
様
々
な
別
の
意
味
を
見
出
す
と
い
う
独
特
な
方
法
か

ら
草
薙
剣
に
つ
い
て
そ
の
名
称
の
研
究
を
進
め
て
い
る
が
、
松
村
武
雄
は
神
話
学

の
立
場
か
ら
「
推
断
に
推
断
を
重
ね
続
け
る
こ
と
は
、
解
釈
者
の
推
想
力
の
豊
か

さ
・
鋭
さ
の
嘆
賞
者
た
る
自
分
に
と
っ
て
さ
え
も
、
些
か
天
分
の
乱
用
で
は
な
い

か
と
疑
わ
れ
る
）
（（
（

」
と
批
判
し
て
い
る
。
し
か
し
高
崎
は
草
薙
剣
の
名
を
考
察
す
る

こ
と
で
、
草
薙
剣
が
王
権
に
の
み
伝
授
さ
れ
て
き
た
特
別
な
剣
で
は
な
い
事
を
示

し
た
と
も
言
え
る
。
こ
の
こ
と
は
天
皇
の
正
統
性
を
根
拠
付
け
て
き
た
戦
前
の
神

話
研
究
を
乗
り
越
え
る
こ
と
を
目
指
し
た
戦
後
の
研
究
動
向
に
も
合
致
す
る
。
そ

し
て
重
要
な
の
は
草
薙
剣
が
複
数
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
後
の
研
究
に
影
響
を
与

え
た
点
で
あ
る
。

　

こ
れ
を
受
け
歴
史
学
の
立
場
か
ら
草
薙
剣
を
考
察
し
た
の
が
岡
田
精
司
で
あ

る
。
岡
田
は
「
草
薙
剣
伝
承
と
古
代
の
熱
田
社
」（
一
九
八
八
）
に
お
い
て
「「
ク

サ
ナ
ギ
」
と
い
う
名
の
宝
剣
を
一
本
だ
け
の
固
有
名
詞
と
し
て
の
前
提
で
、
論
じ

ら
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
は
正
し
い
か
）
（1
（

。」
と
述
べ
、『
延
喜
式
』
の
記
載
か
ら
熱
田

社
へ
の
待
遇
か
ら
宮
廷
の
神
璽
の
剣
と
熱
田
の
神
宝
の
剣
が
別
の
も
の
で
あ
り
、

こ
れ
ら
を
つ
な
げ
る
証
拠
は
な
い
と
す
る
。
さ
ら
に
『
古
語
拾
遺
』
か
ら
神
璽
の

剣
と
熱
田
の
神
宝
が
同
一
視
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
。
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九
世
紀
以
前
の
熱
田
社
に
つ
い
て
考
察
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
神
璽
の
剣
と
熱
田

の
神
宝
が
別
の
も
の
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
た
点
は
評
価
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し

そ
れ
に
よ
っ
て
『
記
』・『
紀
』
に
登
場
す
る
草
薙
剣
が
一
つ
の
剣
で
は
な
か
っ
た

と
言
え
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。
問
題
は
『
記
』・『
紀
』
や
『
古
語
拾
遺
』
の
記
述

に
従
い
つ
つ
、「
複
数
の
草
薙
剣
」
を
想
定
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
記

述
が
描
く
草
薙
剣
の
在
り
方
か
ら
、
草
薙
剣
の
歴
史
的
な
変
化
を
見
出
す
こ
と
で

あ
る
。
そ
こ
で
重
要
な
意
味
を
持
つ
の
が
神
野
志
隆
光
の
研
究
で
あ
る
。

　

神
野
志
隆
光
は
「
古
代
天
皇
神
話
の
完
成
」（
一
九
九
六
）
で
「
要
す
る
に
、

『
古
事
記
』
が
、
三
種
の
宝
物
を
通
じ
て
語
る
の
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
保
障
に
よ

る
天
皇
の
正
当
性
で
あ
る
。（
中
略
）
そ
の
正
当
性
の
論
理
は
、
い
わ
ゆ
る
「
神

器
」
と
は
別
に
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
）
（1
（

」
と
述
べ
、
ス
サ
ノ

ヲ
の
献
上
し
た
草
薙
剣
と
神
璽
と
し
て
即
位
に
際
し
て
授
受
さ
れ
て
き
た
剣
を
無

批
判
に
同
じ
も
の
と
し
て
き
た
こ
と
を
批
判
し
た
。『
古
事
記
』
に
お
け
る
草
薙

剣
は
受
け
継
が
れ
る
と
い
う
形
で
の
王
権
の
正
統
性
は
一
切
語
っ
て
い
な
い
の
で

あ
る
。

　

そ
こ
に
は
即
位
儀
礼
の
起
源
を
神
話
に
求
め
る
従
来
の
研
究
へ
の
批
判
が
あ

る
）
（1
（

。
さ
ら
に
神
野
志
は
『
古
語
拾
遺
』
を
、『
記
』・『
紀
』
の
神
話
を
解
釈
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
祭
祀
を
吸
収
し
て
生
ま
れ
た
新
た
な
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
と
捉
え

る
。
こ
の
こ
と
は
古
代
神
話
研
究
史
に
お
け
る
重
大
な
成
果
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。

　

し
か
し
神
野
志
の
『
古
語
拾
遺
』
論
に
は
斎
藤
英
喜
や
津
田
博
幸
な
ど
か
ら
批

判
も
あ
る
。
斎
藤
英
喜
は
「
古
語
拾
遺
の
神
話
言
説
」（
一
九
九
九
）
に
お
い

て
、
前
述
し
た
よ
う
に
神
野
志
が
『
古
語
拾
遺
』
を
「
神
話
解
釈
学
」
の
中
に
位

置
づ
け
た
こ
と
を
評
価
す
る
。
し
か
し
神
野
志
が
そ
れ
を
「
テ
キ
ス
ト
の
運
動
」

と
し
て
位
置
づ
け
る
時
、
な
ぜ
『
古
語
拾
遺
』
の
よ
う
な
神
話
テ
キ
ス
ト
が
生
成

さ
れ
た
の
か
が
問
え
な
く
な
る
と
い
う
。
そ
こ
で
斎
藤
は
神
話
テ
キ
ス
ト
の
生
成

を
祭
祀
者
の
実
践
に
求
め
て
い
く
。
斎
藤
は
『
古
語
拾
遺
』
の
神
器
、
特
に
鏡
に

つ
い
て
考
察
し
、
神
璽
の
鏡
を
斎
部
氏
が
作
る
と
い
う
記
述
か
ら
『
紀
』
に
は
な

か
っ
た
鏡
の
素
性
を
『
古
語
拾
遺
』
が
生
み
出
し
た
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
れ
が
祭

祀
の
道
具
を
作
る
こ
と
を
掌
る
斎
部
氏
の
職
掌
と
不
可
分
な
言
説
で
あ
っ
た
こ
と

を
明
ら
か
に
し
た
）
（1
（

。
ま
た
神
野
志
は
『
古
語
拾
遺
』
が
固
定
的
な
祭
祀
を
回
収
し

た
と
す
る
の
に
対
し
、『
古
語
拾
遺
』
が
編
纂
さ
れ
た
平
安
初
期
に
お
け
る
即
位

儀
礼
は
決
し
て
固
定
的
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
時
代
に
お
け
る
儀
礼
の
在
り
方
を

問
う
書
物
で
あ
っ
た
と
す
る
。

　

津
田
博
幸
は
「
広
成
の
読
む
『
日
本
書
紀
』

─
『
古
語
拾
遺
』
を
め
ぐ
っ
て

─
」（
一
九
九
九
）
で
日
本
紀
講
と
『
古
語
拾
遺
』
を
比
較
し
、
両
者
が
平
安

初
期
に
お
け
る
「
古
語
へ
の
還
元
と
語
源
の
提
示
」
と
い
う
『
紀
』
の
読
み
方
を

持
つ
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
事
を
指
摘
し
、『
古
語
拾
遺
』
を
歴
史
の
中
に

定
位
す
る
）
（1
（

。
さ
ら
に
そ
の
中
で
も
『
古
語
拾
遺
』
は
、
そ
の
言
説
が
一
つ
に
収
束

し
て
い
る
点
で
日
本
紀
講
と
は
異
な
る
と
し
て
、
斎
部
広
成
が
多
く
の
一
書
を
抱

え
る
『
紀
』
の
物
語
を
整
合
さ
せ
る
た
め
、
両
者
の
差
異
を
謎
と
し
て
捉
え
そ
れ

を
探
求
す
る
「
神
学
」
を
生
成
し
た
点
で
突
出
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
評
価
す

る
。

　

以
上
の
よ
う
に
神
野
志
か
ら
斎
藤
、
津
田
ら
に
よ
っ
て
『
古
語
拾
遺
』
の
読
み

は
テ
キ
ス
ト
の
変
貌
を
読
み
解
く
も
の
か
ら
、
そ
れ
を
為
し
た
現
場
か
ら
読
み
解

く
方
法
へ
変
化
し
た
。
特
に
斎
藤
の
指
摘
は
神
璽
の
鏡
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
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一
一
五

り
、
大
い
に
参
考
に
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
斎
藤
は
神
璽
の
剣
に
つ
い
て

は
「
ひ
と
ま
ず
お
く
」
と
し
て
考
察
の
対
象
と
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は

こ
う
し
た
『
古
語
拾
遺
』
の
読
み
を
踏
ま
え
る
こ
と
で
、
な
ぜ
草
薙
剣
と
神
璽
の

剣
は
結
び
つ
け
ら
れ
た
の
か
を
『
古
語
拾
遺
』
の
記
述
に
従
い
つ
つ
、
斎
部
氏
の

側
か
ら
読
み
解
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
草
薙
剣
と
神
璽
の

剣
の
同
一
視
が
歴
史
的
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

2
、『
古
語
拾
遺
』
の
草
薙
剣

　
『
古
語
拾
遺
』
に
お
け
る
草
薙
剣
の
初
出
は
『
記
』・『
紀
』
と
同
じ
く
ス
サ
ノ

ヲ
に
よ
る
大
蛇
退
治
の
場
面
で
あ
る
。

　

素
戔
嗚
神
、
天
よ
り
出
雲
国
の
簸
の
川
上
に
降
到
り
ま
す
。
天
十
握
剣

〔
其
の
名
は
天
羽
々
斬
と
い
ふ
。
今
石
上
神
宮
に
在
り
。
古
語
に
大
蛇
を
羽
々
と
謂
ふ
。

言
う
こ
こ
ろ
は
蛇
を
斬
る
な
り
。〕
を
以
て
、
八
岐
大
蛇
を
斬
り
た
ま
ふ
。
其
の

尾
の
中
に
一
つ
の
霊
し
き
剣
得
つ
。
其
の
名
は
天
叢
雲
〔
大
蛇
の
上
に
、
常
に

雲
気
有
り
。
故
以
て
名
と
為
。
倭
武
尊
東
に
征
き
ま
し
し
年
に
、
相
模
国
に
到
り
、
野
火

の
難
に
遇
は
し
き
。
即
ち
、
此
の
剣
を
以
て
、
草
を
薙
ぎ
て
免
る
る
こ
と
得
つ
。
更
め
て

草
薙
剣
と
名
づ
く
〕
と
い
ふ
。
乃
ち
、
天
神
に
献
上
り
た
ま
ふ
。
然
る
後
に
、

素
戔
嗚
尊
、
国
神
の
女
を
娶
り
て
、
大
己
貴
神
〔
古
語
に
於
保
那
武
智
神
と
い

ふ
〕
を
生
み
ま
す
。
遂
に
根
国
に
就
で
ま
し
き
。

　

素
戔
嗚
神
、
自
天
而
降
到
出
雲
国
簸
川
上
。
以
天
十
握
剣
〔
其
名
天
羽
々

斬
。
今
、
在
石
上
神
宮
。
古
語
、
大
蛇
謂
之
羽
々
。
言
斬
蛇
也
。〕
斬
八
岐
大
蛇
。
其

尾
中
得
一
霊
剣
。
其
名
、
天
叢
雲
〔
大
蛇
之
上
、
常
有
雲
気
。
故
以
為
名
。
倭
武

尊
東
征
之
年
、
到
相
模
国
、
遇
野
火
難
。
即
、
以
此
剣
、
薙
草
得
免
。
更
名
草
薙
剣
〕

乃
、
献
上
於
天
神
也
。
然
後
、
素
戔
嗚
尊
、
娶
国
神
女
、
生
大
己
貴
神
。

〔
古
語
、
於
保
那
武
智
神
。〕
遂
就
於
根
国
矣
。

�

（『
古
語
拾
遺
』
素
神
の
霊
剣
献
上
二
三
、
二
四
頁
）

　

日
神
の
岩
窟
幽
居
の
後
出
雲
に
追
放
さ
れ
た
ス
サ
ノ
ヲ
が
、
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ

を
退
治
す
る
こ
と
で
草
薙
剣
を
得
る
。
そ
の
後
剣
を
天
神
に
献
上
し
根
の
国
に
至

る
と
い
う
物
語
は
、
お
お
む
ね
『
紀
』
本
書
の
内
容
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。
し
か

し
テ
ナ
ヅ
チ
や
ア
シ
ナ
ヅ
チ
、
イ
ナ
ダ
ヒ
メ
の
名
前
は
出
て
こ
ず
、
ヲ
ロ
チ
を
酔

わ
せ
て
退
治
す
る
と
い
う
部
分
も
「
八
岐
大
蛇
を
斬
り
た
ま
ふ
。」
と
省
略
し
て

い
る
。
代
わ
り
に
大
部
分
を
占
め
る
の
は
草
薙
剣
に
つ
い
て
で
あ
り
、
こ
ち
ら
は

注
ま
で
加
え
て
い
る
。
乃
ち
こ
こ
で
は
も
っ
ぱ
ら
草
薙
剣
の
由
来
を
中
心
に
語
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
次
に
草
薙
剣
が
登
場
す
る
の
は
天
孫
降
臨
の
部
分
で
あ
る
。

　

時
に
、
天
祖
天
照
大
神
・
高
皇
産
霊
尊
、
乃
ち
相
語
り
て
曰
は
く
、「
夫
、

葦
原
の
瑞
穂
国
は
、
吾
が
子
孫
の
王
た
る
べ
き
地
な
り
。
皇
孫
就
で
ま
し
て

治
め
た
ま
へ
。
宝
祚
の
隆
え
ま
さ
む
こ
と
、
天
壌
と
共
に
窮
り
无
か
る
べ

し
」
と
の
り
た
ま
ふ
。
即
ち
八
咫
鏡
及
び
草
薙
剣
の
二
種
の
神
宝
を
以
て
、

皇
孫
に
授
け
賜
ひ
て
、
永
に
天
璽
〔
所
謂
神
璽
の
剣
鏡
是
な
り
。〕
と
為
し
た
ま

ふ
。
矛
・
玉
は
自
に
従
ふ
。
即
ち
、
勅
曰
し
た
ま
は
く
、「
吾
が
児
此
の
宝

の
鏡
を
見
ま
さ
む
こ
と
、
吾
を
見
る
ご
と
く
す
べ
し
。
与
に
床
を
同
じ
く
し

殿
を
共
に
し
て
、
斎
の
鏡
と
為
べ
し
」
と
の
り
た
ま
ふ
。
因
り
て
、
又
勅
曰
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し
た
ま
ひ
し
く
、「
吾
は
天
津
神
籬
〔
神
籬
は
、
古
語
に
、
比
茂
侶
伎
と
い
ふ
〕。

亦
天
津
磐
境
を
起
し
樹
て
て
、
吾
が
孫
の
為
に
斎
ひ
奉
ら
む
。
汝
天
児
屋

命
・
太
玉
命
の
二
は
し
ら
の
神
、
天
津
神
籬
を
持
ち
て
、
葦
原
の
中
国
に
降

り
、
亦
吾
が
孫
の
為
に
斎
ひ
奉
れ
、
惟
爾
二
は
し
ら
の
神
、
共
に
殿
の
内
に

侍
ひ
て
、
能
く
防
き
護
れ
。
吾
が
高
天
原
に
御
じ
め
す
斎
庭
の
穂
〔
是
、
稲

種
な
り
。〕
を
以
て
、
亦
吾
が
児
に
御
せ
ま
つ
れ
。
太
玉
命
諸
部
の
神
を
率

て
、
其
の
職
に
供
へ
奉
る
こ
と
、
天
上
の
儀
の
如
く
せ
よ
」
と
の
り
た
ま

ふ
。

　

于
時
、
天
祖
天
照
大
神
・
高
皇
産
霊
尊
、
乃
相
語
曰
、
夫
、
葦
原
瑞
穂
国

者
、
吾
子
孫
可
王
之
地
。
皇
孫
就
而
治
焉
。
宝
祚
之
隆
、
当
与
天
壌
无
窮
。

即
、
八
咫
鏡
及
草
薙
剣
二
種
神
宝
、
授
賜
皇
孫
、
永
為
天
璽
〔
所
謂
神
璽
剣
・

鏡
是
也
。〕。
矛
・
玉
自
従
。
即
、
勅
曰
、
吾
児
視
此
宝
鏡
、
当
猶
視
吾
。
可

与
同
床
共
殿
、
以
為
斎
鏡
。
因
、
又
勅
曰
、
吾
則
樹
天
津
神
籬
〔
神
籬
、
古

語
、
比
茂
侶
伎
。〕
及
天
津
磐
境
、
当
為
吾
孫
斎
矣
。
汝
天
児
屋
命
・
太
玉
命

二
神
、
宜
持
天
津
神
籬
、
降
於
葦
原
中
国
、
亦
為
吾
孫
斎
焉
、
惟
、
爾
二

神
、
共
侍
殿
内
、
能
為
防
護
。
宜
以
吾
高
天
原
所
御
斎
庭
之
穂
〔
是
、
稲
種

也
。〕、
亦
当
御
於
吾
児
矣
。
宜
太
玉
命
率
諸
部
神
、
供
奉
其
職
、
如
天
上
儀
。

�

（『
古
語
拾
遺
』
天
祖
の
神
勅
二
六
～
二
八
頁
）

　

こ
こ
で
皇
孫
に
草
薙
剣
が
渡
さ
れ
、
鏡
と
共
に
天
璽
と
さ
れ
る
。
注
に
よ
っ
て

天
璽
が
「
神
璽
の
剣
鏡
」
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
、
即
位
儀
と
の
回
路
が
開
か
れ

た
と
い
う
事
は
既
に
神
野
志
が
指
摘
し
て
い
る
）
（1
（

。
し
か
し
問
題
は
な
ぜ
こ
れ
が

「
神
璽
」
そ
の
ま
ま
で
は
な
く
「
天
璽
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
か
で
あ
る
。
こ
れ

は
後
に
考
察
す
る
。
さ
ら
に
そ
の
後
に
は
ア
マ
テ
ラ
ス
に
よ
る
神
勅
が
下
さ
れ
る

が
、
こ
こ
で
中
臣
氏
の
祖
先
で
あ
る
天
児
屋
命
と
斎
部
氏
の
祖
先
で
あ
る
太
玉
命

に
下
さ
れ
る
点
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

　

次
に
皇
孫
に
渡
さ
れ
た
草
薙
剣
は
神
武
天
皇
条
で
現
れ
る
。
こ
の
部
分
は

『
記
』・『
紀
』
に
は
全
く
見
え
な
い
も
の
で
あ
り
、『
古
語
拾
遺
』
独
自
の
物
語
で

あ
る
。

　

日
臣
命
、
来
目
部
を
帥
て
、
宮
門
を
衛
護
り
、
其
の
開
闔
を
掌
る
。
饒
速

日
命
、
内
物
部
を
帥
て
、
矛
楯
を
造
り
備
ふ
。
其
の
物
既
に
備
は
り
て
、
天

富
命
、
諸
々
の
斎
部
を
率
て
、
天
璽
の
鏡
・
剣
を
捧
げ
持
ち
て
、
正
殿
に
安

き
奉
り
、
幷
瓊
玉
を
懸
け
、
其
の
幣
物
を
陳
ね
て
、
殿
祭
の
祝
詞
す
。〔
其

の
祝
詞
の
文
は
別
巻
に
在
り
。〕
次
に
、
宮
門
を
祭
る
。〔
其
の
祝
詞
も
、
亦
別
巻
に

在
り
〕
然
る
後
に
、
物
部
乃
ち
矛
・
盾
を
立
つ
。
大
伴
・
来
目
仗
を
建
て
、

門
を
開
き
て
、
四
方
の
国
を
朝
ら
し
め
て
、
天
位
の
貴
き
こ
と
を
観
し
む
。

日
臣
命
、
帥
来
目
部
、
衛
護
宮
門
、
掌
其
開
闔
。
饒
速
日
命
、
帥
内
物

部
、
造
備
矛
楯
。
其
物
既
備
、
天
富
命
、
率
諸
斎
部
、
捧
持
天
璽
鏡
・

剣
、
奉
安
正
殿
、
幷
懸
瓊
玉
、
陳
其
幣
物
、
殿
祭
祝
詞
。〔
其
祝
詞
文
在

別
巻
。〕
次
、
祭
宮
門
。〔
其
祝
詞
、
亦
在
別
巻
〕
然
後
、
物
部
乃
立
矛
・

盾
。
大
伴
・
来
目
建
仗
、
開
門
令
朝
四
方
之
国
、
以
観
天
位
之
貴
。

�

（『
古
語
拾
遺
』
神
武
天
皇
三
五
～
三
六
頁
）

　

物
部
氏
の
遠
祖
で
あ
る
饒
速
日
命
が
矛
と
盾
を
立
て
、
斎
部
氏
の
遠
祖
天
富
命

が
天
璽
を
捧
げ
持
つ
と
い
う
次
第
は
『
紀
』
持
統
天
皇
の
記
事
に
近
い
と
言
え
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る
。
持
統
天
皇
四
年
春
正
月
戊
寅
の
記
事
に
は

　

四
年
の
春
正
月
の
戊
寅
の
朔
に
、
物
部
麻
呂
朝
臣
、
大
楯
を
樹
つ
、
神
祇

伯
中
臣
大
嶋
朝
臣
、
天
神
寿
詞
を
読
む
、
畢
り
て
忌
部
宿
禰
色
夫
知
、
神
璽

の
剣
・
鏡
を
皇
后
に
奉
上
る
、
皇
后
、
即
天
皇
位
す
。
公
卿
・
百
寮
、
羅
列

り
て
匝
く
拝
み
た
て
ま
つ
り
て
拍
手
つ
。

　

四
年
春
正
月
戊
寅
朔
、
物
部
麻
呂
朝
臣
樹
大
楯
、
神
祇
伯
中
臣
大
嶋
朝
臣

読
天
神
寿
詞
。
畢
忌
部
宿
禰
色
夫
知
奉
上
神
璽
釼
鏡
於
皇
后
、
皇
后
即
天
皇

位
。
公
卿
・
百
寮
、
羅
列
匝
拝
而
拍
手
焉

�

（『
日
本
書
紀
』
持
統
天
皇
四
年
正
月
戊
寅
條
五
〇
一
頁
）

　

と
あ
り
物
部
麻
呂
が
盾
を
立
て
、
中
臣
大
嶋
が
天
神
寿
詞
を
読
み
、
そ
の
後
忌

部
宿
禰
色
夫
知
が
神
璽
の
剣
を
皇
后
に
奉
る
こ
と
で
皇
后
は
天
皇
位
に
つ
い
た
と

す
る
。
さ
ら
に
神
祇
令
第
十
三
条
に
は

凡
そ
践
祚
の
日
に
は
、
中
臣
、
天
神
の
寿
詞
奏
せ
よ
。
忌
部
、
神
璽
の
鏡
剣

奉
れ

凡
践
祚
之
日
、
中
臣
奏
天
神
寿
詞
、
忌
部
上
神
璽
鏡
剣

�

（『
律
令
』
巻
第
三
神
祇
令
二
一
四
頁
）

　

と
あ
り
、『
古
語
拾
遺
』
に
お
け
る
神
武
天
皇
の
即
位
は
明
ら
か
に
律
令
に
即

し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
『
古
語
拾
遺
』
は
こ
の
部
分

で
『
紀
』
に
は
見
え
な
い
即
位
の
起
源
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
次
に
こ
の
剣

は
崇
神
天
皇
の
時
代
に
表
れ
る
。『
古
語
拾
遺
』
崇
神
天
皇
条
に
は

　

磯
城
の
瑞
垣
の
朝
に
至
り
て
、
漸
に
神
の
威
を
畏
り
て
、
殿
を
同
く
し
た

ま
ふ
に
安
か
ら
ず
。
故
更
に
斎
部
を
し
て
石
凝
姥
神
が
裔
・
天
目
一
個
神
が

裔
の
二
氏
を
率
て
、
更
に
鏡
を
鋳
、
剣
を
造
ら
し
め
て
、
護
り
の
御
璽
と
為

す
。
是
今
践
祚
す
日
に
、
献
る
神
璽
の
鏡
・
剣
な
り
。
依
り
て
、
倭
の
笠
縫

邑
に
就
き
て
、
殊
に
磯
城
の
神
籬
を
立
て
て
、
天
照
大
神
及
び
草
薙
剣
を
遷

し
奉
り
て
、
皇
女
豊
鍬
入
姫
命
を
し
て
斎
ひ
奉
ら
し
む
。

　

至
于
磯
城
瑞
垣
朝
、
漸
畏
神
威
、
同
殿
不
安
。
故
、
更
令
斎
部
氏
率
石
凝

姥
神
裔
・
天
目
一
筒
神
裔
二
氏
、
更
鋳
鏡
造
剣
、
以
為
護
御
璽
。
是
、
今
践

祚
之
日
、
所
献
神
璽
鏡
剣
也
。
仍
、
就
於
倭
笠
縫
邑
、
殊
立
磯
城
神
籬
、
奉

遷
天
照
大
神
及
草
薙
剣
、
令
皇
女
豊
鍬
入
姫
命
奉
斎
焉
。

�

（『
古
語
拾
遺
』
崇
神
天
皇
三
七
、
三
八
頁
）

　

こ
こ
で
草
薙
剣
は
天
皇
と
同
じ
殿
に
安
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か

し
「
神
の
威
を
畏
れ
」
た
た
め
に
さ
ら
に
剣
が
作
ら
れ
草
薙
剣
は
磯
城
の
神
籬
に

移
さ
れ
る
。
一
方
新
た
に
作
ら
れ
た
剣
は
「
護
り
の
御
璽
」
と
さ
れ
、
践
祚
の
時

に
献
上
さ
れ
る
「
神
璽
」
の
剣
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
つ
ま
り
『
古
語
拾

遺
』
は
神
璽
の
剣
の
由
来
こ
そ
草
薙
剣
（
天
璽
）
に
求
め
る
が
、
そ
の
ま
ま
草
薙

剣
が
受
け
継
が
れ
る
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
こ
の
部
分
は
『
紀
』
の

崇
神
天
皇
六
年
の
記
事
に
類
似
し
て
い
る
が
、

　

六
年
に
、
百
姓
流
離
へ
ぬ
。
或
は
背
叛
く
も
の
有
り
。
其
の
勢
、
徳
を
以



草
薙
剣
と
天
皇
即
位
儀
礼
（
谷
口　

潤
）

一
一
八

て
治
め
む
こ
と
難
し
。
是
を
以
て
、
晨
に
興
き
夕
ま
で
に
愓
り
て
、
神
祇
に

請
罪
る
。
是
よ
り
先
に
、
天
照
大
神
・
倭
大
国
魂
、
二
の
神
を
、
天
皇
の
大

殿
の
内
に
並
祭
る
。
然
し
て
其
の
神
の
勢
を
畏
り
て
、
共
に
住
た
ま
ふ
安
か

ら
ず
。
故
、
天
照
大
神
を
以
て
は
、
豊
鍬
入
姫
命
に
託
け
ま
つ
り
て
、
倭
の

笠
縫
邑
に
祭
る
。
仍
り
て
磯
堅
城
の
神
籬
を
立
つ

　

六
年
、
百
姓
流
離
。
或
有
背
叛
。
其
勢
難
以
徳
治
之
。
是
以
、
晨
興
夕

愓
、
請
罪
神
祇
。
先
是
、
天
照
大
神
・
倭
大
国
魂
二
神
、
並
祭
於
天
皇
大
殿

之
内
。
然
畏
其
神
勢
、
共
住
不
安
。
故
以
天
照
大
神
、
託
豊
鍬
入
姫
命
、
祭

倭
笠
縫
邑
。
仍
立
磯
堅
城
神
籬
。

　

こ
こ
で
は
天
皇
の
大
殿
の
中
に
祀
っ
て
い
た
天
照
大
神
と
倭
大
国
魂
の
二
柱
の

神
を
「
神
の
威
を
畏
れ
」
た
た
め
磯
堅
城
の
神
籬
に
移
し
た
と
す
る
。
つ
ま
り

『
古
語
拾
遺
』
は
こ
の
記
事
に
登
場
す
る
倭
大
国
魂
を
草
薙
剣
に
置
き
換
え
て
い

る
の
で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
わ
ざ
わ
ざ
模
造
の
物
語
を
崇
神
天
皇
の
物
語
を
変
え
て

ま
で
加
え
た
の
か
。

　

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
『
古
語
拾
遺
』
は
崇
神
天
皇
を
「
神
の
威
を
畏

れ
」
た
天
皇
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
神
武
天
皇
は
即
位
の
直
後

の
文
で
「
此
の
時
に
当
た
り
て
、
帝
と
神
と
、
其
の
際
未
だ
遠
か
ら
ず
」
と
さ
れ

天
皇
と
神
は
近
い
存
在
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
崇
神
天
皇
条
で
は
「
漸
に
神

の
威
を
畏
り
て
」
と
あ
り
、
両
者
は
対
照
的
で
あ
る
。
さ
ら
に
神
武
天
皇
条
で
は

「
遠
祖
」
や
「（
祖
神
の
）
孫
」
が
活
躍
す
る
の
に
対
し
て
、
崇
神
天
皇
条
で
は

「
裔
」
が
活
躍
す
る
こ
と
か
ら
『
古
語
拾
遺
』
に
は
「
天
上
の
神
々
の
時
代
（
祖

神
）」、「
神
と
人
が
近
い
時
代
（
孫
）」、「
神
と
人
が
遠
く
離
れ
た
時
代
（
裔
）」

と
い
う
三
つ
の
時
代
が
描
か
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

つ
ま
り
ア
マ
テ
ラ
ス
の
神
勅
に
お
い
て
、
草
薙
剣
（
天
璽
）
は
「
永
に
天
璽
」

で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
ヲ
ロ
チ
退
治
と
い
う
神
々
の
時
代
の
出
来
事
に
由
来
す
る

た
め
に
、
神
と
人
が
遠
く
離
れ
た
時
代
に
は
天
皇
は
直
接
そ
れ
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
い
い
か
え
れ
ば
『
紀
』
に
記
さ
れ
な
か
っ
た

即
位
儀
礼
で
授
受
さ
れ
る
神
璽
の
起
源
を
「
天
璽
」
と
い
う
語
で
草
薙
剣
に
求
め

た
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
移
さ
れ
た
草
薙
剣
は
景
行
天
皇
の
時
代
に
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
に
渡
さ
れ

る
。

　
『
古
語
拾
遺
』
景
行
天
皇
に
は

　

纏
向
の
日
代
の
朝
に
至
り
て
、
日
本
武
命
を
し
て
東
の
夷
を
征
討
た
し

む
。
仍
り
て
、
道
を
枉
り
て
伊
勢
神
宮
に
詣
で
て
、
倭
姫
命
に
辞
見
し
た
ま

ふ
と
き
に
、
草
薙
剣
を
以
て
日
本
武
命
に
授
け
て
教
へ
て
曰
く
、「
慎
み
て

な
怠
り
そ
」
と
い
ふ
。
日
本
武
命
、
既
に
東
の
虜
を
平
げ
て
還
る
。
尾
張
国

に
至
り
て
、
宮
簀
姫
を
納
れ
た
ま
ひ
て
、
掩
留
り
て
月
を
踰
ぬ
。
剣
と
解
き

て
宅
に
置
き
、
徒
に
行
で
ま
し
て
伊
吹
山
に
登
り
、
毒
に
中
り
て
薨
り
ま
し

き
。
其
の
草
薙
剣
は
今
尾
張
の
熱
田
社
に
在
り
。
未
だ
礼
典
を
叙
て
ら
れ

ず
。

　

至
於
纏
向
日
代
朝
、
令
日
本
武
命
征
討
東
夷
。
仍
、
枉
道
詣
伊
勢
神
宮
、

辞
見
倭
姫
命
、
以
草
薙
剣
授
日
本
武
命
而
教
曰
、
慎
莫
怠
也
。
日
本
武
命
、

既
平
東
虜
還
。
至
尾
張
國
、
納
宮
簀
媛
、
淹
留
踰
月
。
解
剣
置
宅
、
徒
行
登

胆
吹
山
、
中
毒
而
薨
。
其
草
薙
剣
、
今
在
尾
張
国
熱
田
社
。
未
叙
礼
典
也
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�

（『
古
語
拾
遺
』
景
行
天
皇
四
〇
頁
）

　

こ
こ
で
は
景
行
天
皇
の
事
績
は
も
ち
ろ
ん
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
征
西
な
ど
も
描

か
れ
ず
、
も
っ
ぱ
ら
草
薙
剣
が
登
場
す
る
東
征
の
場
面
の
み
描
か
れ
る
。
こ
こ
か

ら
も
『
古
語
拾
遺
』
が
草
薙
剣
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
最
後
に

「
未
だ
礼
典
を
叙
て
ら
れ
ず
」
と
草
薙
剣
に
対
し
て
祭
祀
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
を
訴
え
る
点
は
明
ら
か
に
『
紀
』
と
異
な
る
。
さ
ら
に
こ
の
こ
と
は
「
遺
れ
た

る
一
」
で
も
主
張
さ
れ
る
。

　
『
古
語
拾
遺
』
遺
れ
た
る
一
に
は

　

況
む
や
復
、
草
薙
の
神
剣
は
、
尤
に
是
天
璽
な
り
。
日
本
武
尊
愷
旋
り
た

ま
ひ
し
年
に
、
留
り
て
尾
張
の
熱
田
社
に
在
す
。
外
賊
偸
み
て
逃
げ
し
か
れ

ど
も
、
境
を
出
づ
る
こ
と
能
わ
ず
。
神
物
の
霊
験
、
是
を
以
て
観
る
べ
し
。

然
れ
ば
幣
を
奉
る
日
に
、
同
じ
く
啓
を
致
し
ま
つ
る
べ
し
。
而
る
に
、
久
代

闕
如
し
て
、
其
の
祀
り
を
治
め
ず
。
遺
り
た
る
一
な
り
。

　

況
復
、
草
薙
神
剣
者
、
尤
是
天
璽
。
自
日
本
武
尊
愷
旋
之
年
、
留
在
尾
張

熱
田
社
。
外
賊
偸
逃
、
不
能
出
境
。
神
物
霊
験
、
以
此
可
観
。
則
然
奉
幣
之

日
、
可
同
致
敬
。
而
、
久
代
闕
如
、
不
修
其
祀
。
所
遣
一
也

�

（『
古
語
拾
遺
』
遺
れ
た
る
一
、
四
六
、
四
七
頁
）

　

こ
の
中
で
語
ら
れ
て
い
る
物
語
は
『
紀
』
天
智
天
皇
七
年
の

　

是
の
歳
に
、
沙
門
道
行
、
草
薙
剣
を
盗
み
、
新
羅
に
逃
げ
向
く
。
而
し
て

中
路
に
風
雨
に
あ
ひ
て
芒
迷
ひ
て
帰
る

　

是
歳
、
沙
門
道
行
盗
草
薙
剣
、
逃
向
新
羅
。
而
中
路
風
雨
、
芒
迷
而
帰
。

�

（『
日
本
書
紀
』
巻
二
七
天
智
天
皇
七
年
是
歳
条
、
二
七
九
頁
）

　

と
い
う
記
事
に
類
似
し
て
い
る
。
し
か
し
『
古
語
拾
遺
』
は
そ
れ
を
「
神
物
の

霊
験
、
是
を
以
て
観
る
べ
し
」
と
し
、「
未
だ
礼
典
を
叙
て
ら
れ
ず
。」「
同
じ
く

啓
を
致
し
ま
つ
る
べ
し
」
な
ど
草
薙
剣
を
奉
る
こ
と
の
理
由
と
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

　

以
上
『
古
語
拾
遺
』
の
草
薙
剣
に
つ
い
て
読
み
解
い
て
き
た
が
、『
紀
』
と
の

大
き
な
違
い
は
『
記
』・『
紀
』
に
は
見
ら
れ
な
い
「
神
璽
」
の
起
源
と
し
て
草
薙

剣
を
「
天
璽
」
と
す
る
点
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
ぜ
『
古
語
拾
遺
』
は
神
璽
の
起

源
を
求
め
た
の
か
。
次
章
で
は
そ
れ
を
見
て
い
く
。

3
、
即
位
儀
礼
と
草
薙
剣

　

神
璽
の
起
源
た
る
「
天
璽
」
は
神
武
天
皇
の
即
位
の
際
に
登
場
し
正
殿
に
安
置

さ
れ
る
。
一
方
神
璽
の
剣
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
よ
う
に
神
祇
令
第
十
三
条
に
お

い
て
「
凡
そ
践
祚
の
日
に
は
、（
中
略
）
忌
部
神
璽
の
鏡
剣
を
奉
れ
」
と
い
う
規

定
が
あ
り
、
即
位
に
さ
い
し
て
斎
部
氏
が
新
天
皇
に
渡
す
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

こ
の
神
璽
の
献
上
は
即
位
に
お
い
て
中
心
と
な
る
儀
礼
と
さ
れ
、
神
璽
を
受
け
取

る
こ
と
に
よ
っ
て
天
皇
は
即
位
し
た
と
考
え
ら
れ
る
）
（1
（

。
し
か
し
広
成
が
『
古
語
拾

遺
』
を
記
し
た
平
安
初
期
に
は
す
で
に
即
位
儀
で
神
璽
の
受
け
渡
し
は
行
わ
れ
な

く
な
っ
て
お
り
践
祚
と
大
嘗
祭
に
お
け
る
辰
日
前
段
行
事
に
神
璽
の
渡
御
が
行
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
）
（1
（

。『
日
本
後
紀
』
大
同
元
年
二
月
辛
巳
條
に



草
薙
剣
と
天
皇
即
位
儀
礼
（
谷
口　

潤
）

一
二
〇

　

頃
有
り
て
、
天
皇
正
寝
に
崩
ず
。
春
秋
七
十
。
皇
太
子
哀
号
、
僻
踊
し

て
、
迷
い
て
起
た
ず
。
参
議
従
三
位
近
衛
中
将
坂
上
宿
禰
田
村
麻
呂
・
春
宮

大
夫
従
三
位
藤
原
朝
臣
葛
野
麻
呂
。
固
く
請
け
扶
け
て
殿
を
下
て
東
廂
に
遷

る
。
次
い
で
璽
並
び
に
剣
櫃
を
東
宮
に
奉
る
。

　

有
頃
天
皇
崩
於
正
寝
。
春
秋
七
十
。
皇
太
子
哀
号
僻
踊
。
迷
而
不
起
。
参

議
従
三
位
近
衛
中
将
坂
上
宿
禰
田
村
麻
呂
・
春
宮
大
夫
従
三
位
藤
原
朝
臣
葛

野
麻
呂
固
請
扶
下
殿
。
而
遷
東
廂
。
次
璽
並
剣
櫃
奉
東
宮
。

�

（『
日
本
後
紀
』
大
同
元
年
二
月
辛
巳
條
、
七
八
頁
）

　

と
あ
り
、
桓
武
天
皇
が
崩
御
し
た
直
後
に
皇
太
子
に
剣
櫃
が
渡
さ
れ
た
と
あ

る
。
こ
の
儀
礼
は
天
皇
の
空
位
を
防
ぐ
た
め
に
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
重

要
な
の
は
こ
こ
に
神
祇
官
が
関
与
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
）
11
（

。

　

一
方
で
『
儀
式
』
や
『
西
宮
記
』
に
見
え
る
譲
国
儀
な
ど
の
譲
位
儀
式
が
確
立

し
、
そ
ち
ら
で
神
璽
の
渡
御
が
行
わ
れ
て
い
る
事
を
踏
ま
え
る
と
、
践
祚
と
大
嘗

祭
辰
日
前
段
行
事
で
行
わ
れ
て
い
た
神
璽
の
渡
御
が
譲
位
儀
に
一
本
化
さ
れ
た
こ

と
が
わ
か
る
）
1（
（

。
し
か
し
『
北
山
抄
』「
大
嘗
祭
」
に
は

　

忌
部
は
神
璽
の
鏡
剣
を
奉
る
、
共
に
退
り
出
る
。〔
群
臣
起
つ
、
寛
平
式
に
云

う
、
天
長
以
来
此
事
停
止
す
。
清
涼
抄
に
云
う
、
近
代
此
の
神
璽
を
給
は
ず
、
只
寿
詞
を

奏
す
。
寛
平
式
以
後
に
記
す
文
に
、
忌
部
惣
て
参
入
せ
ず
。
天
慶
記
に
云
う
。
頼
基
申
し

て
云
う
、
件
の
鏡
剣
、
御
所
よ
り
暫
く
下
し
、
之
を
奉
ら
せ
し
む
。
天
長
式
に
輙
ち
重
物

を
給
ひ
て
奏
す
は
、、
事
危
う
く
無
か
ら
ざ
る
な
り
、
其
後
忌
部
申
す
と
い
え
ど
も
給
わ

ず
。〕

　

忌
部
奉
神
璽
鏡
剣
、
共
退
出
。〔
群
臣
起
、
式
云
、
天
長
以
来
此
事
停
止
。
清
涼

抄
云
、
近
代
不
給
此
神
璽
、
只
奏
寿
詞
者
。
而
寛
平
式
以
後
記
文
、
忌
部
惣
不
参
入
。
天

慶
記
云
、
頼
基
申
云
、
件
鏡
剣
、
自
御
所
暫
下
令
奏
奉
之
。
而
天
長
式
奏
輙
給
重
物
、
非

無
事
危
者
、
其
後
忌
部
雖
申
不
給
。〕

�

（『
北
山
抄
』
巻
五
「
大
嘗
会
事
」
所
収
寛
平
式
、
三
一
五
頁
）

　
『
寛
平
式
』
に
天
長
年
間
か
ら
大
嘗
祭
に
お
け
る
神
璽
の
献
上
が
行
わ
れ
な
く

な
っ
た
と
い
う
記
述
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
譲
位
儀
が
確
立
さ
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
譲
位
宣
命
が
即
位
儀
の
中
心
と
な
り
神
璽
の
献
上
は
即
位
に
お

い
て
中
心
的
な
位
置
づ
け
を
失
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
神
祇
官
は
即

位
式
に
関
わ
る
事
が
で
き
な
く
な
り
、
王
位
就
任
儀
礼
全
体
か
ら
祭
祀
的
要
素
が

著
し
く
後
退
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
）
11
（

。

　

し
か
し
問
題
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
即
位
式
に
お
け
る
こ
う
し
た
変
化
は
、

そ
も
そ
も
神
祇
官
の
在
り
方
そ
の
も
の
の
変
化
と
連
動
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

『
古
語
拾
遺
』
の
「
遺
れ
た
る
十
」
に
は

　

凡
そ
大
幣
を
造
る
こ
と
に
も
、
亦
神
代
の
職
に
依
り
て
、
斎
部
の
官
、
供

作
る
諸
氏
を
率
て
、
例
に
准
ひ
て
造
り
備
ふ
べ
し
。
然
れ
ば
、
神
祇
官
の
神

部
は
、
中
臣
・
斎
部
・
猿
女
・
鏡
作
・
玉
作
・
盾
作
・
神
服
・
倭
文
・
麻
続

等
の
氏
有
る
べ
し
。
而
る
に
、
今
唯
中
臣
・
斎
部
等
の
二
三
氏
の
み
有
り

て
、
自
余
の
諸
氏
は
、
考
選
に
預
ら
ず
。
神
の
裔
亡
せ
散
り
て
、
其
の
葉
絶

え
な
む
と
す
。
遺
れ
た
る
十
な
り
。
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一
二
一

　

凡
、
造
大
幣
者
、
亦
須
依
神
代
之
職
、
斎
部
之
官
、
率
供
作
諸
氏
、
准
例

造
備
。
然
則
、
神
祇
官
神
部
、
可
有
中
臣
・
斎
部
・
猿
女
・
鏡
作
・
玉
作
・

盾
作
・
神
服
・
倭
文
・
麻
続
等
氏
。
而
、
今
唯
有
中
臣
・
斎
部
等
二
三
氏
、

自
余
諸
氏
、
不
預
考
選
。
神
裔
亡
散
、
其
葉
将
絶
。
所
遺
十
也
。

�

（『
古
語
拾
遺
』
遺
れ
た
る
十
、
五
二
頁
）

　

こ
こ
で
広
成
は
、「
神
祇
官
の
神
部
」
は
「
供
作
る
諸
氏
」
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
に
彼
ら
が
選
ば
れ
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
従
来
「
負
名

氏
」
と
さ
れ
て
き
た
氏
族
で
は
な
い
人
々
が
神
祇
官
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、

も
は
や
八
世
紀
的
な
儀
礼
や
思
考
が
通
用
し
な
く
な
る
時
代
に
入
っ
て
い
た
の
で

あ
る
）
11
（

。

　

神
武
天
皇
条
に
見
え
る
即
位
の
形
態
は
、
斎
部
氏
が
率
い
る
負
名
氏
た
ち
に

よ
っ
て
行
わ
れ
る
祭
祀
的
要
素
を
色
濃
く
持
っ
た
九
世
紀
以
前
の
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
こ
か
ら
持
統
紀
や
神
祇
令
に
見
え
る
よ
う
な
即
位
式
の
模
様
が
『
古
語
拾

遺
』
の
神
武
天
皇
条
の
も
の
に
類
似
し
て
い
る
理
由
は
、
律
令
的
な
即
位
式
に
お

い
て
、
な
ぜ
斎
部
氏
が
神
璽
を
献
上
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
の
由
来
を
神
武
天
皇

の
時
代
に
求
め
た
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
神
祇
官
が
即

位
に
関
わ
れ
な
い
現
状
か
ら
改
め
て
神
璽
を
献
上
す
る
と
い
う
儀
礼
の
起
源
を
示

し
、
再
び
神
祇
官
が
神
璽
を
献
上
す
る
こ
と
の
正
統
性
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
言

い
換
え
れ
ば
『
古
語
拾
遺
』
は
、
即
位
儀
礼
は
祭
祀
的
な
性
格
を
帯
び
た
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
神
璽
の
起
源
を
草
薙
剣
に
求
め
る
理
由

も
こ
こ
に
あ
る
。
神
璽
を
天
上
に
由
来
を
持
つ
草
薙
剣
＝
天
璽
と
結
び
つ
け
る
こ

と
で
、
神
璽
の
剣
は
ま
さ
に
神
祇
を
司
る
神
祇
官
に
よ
っ
て
献
上
さ
れ
る
べ
き
も

の
と
な
る
。
そ
こ
に
は
九
世
紀
に
お
け
る
流
動
す
る
即
位
儀
礼
の
次
第
の
な
か

で
、
ど
う
や
っ
て
正
統
性
を
保
証
す
る
の
か
と
い
う
課
題
を
、
神
代
の
起
源
に
立

ち
返
る
こ
と
で
克
服
し
よ
う
と
す
る
祭
祀
者
と
し
て
の
広
成
の
姿
が
現
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
次
の
疑
問
と
し
て
、
な
ぜ
神
璽
の
剣
は
「
護
の
御
璽
」
と
呼
ば
れ
る
の

か
。
神
璽
を
「
護
の
御
璽
」
と
呼
ぶ
の
も
『
古
語
拾
遺
』
固
有
の
も
の
で
あ
り
、

そ
こ
に
は
単
に
天
璽
を
献
上
す
る
と
い
う
以
上
の
斎
部
氏
の
祭
祀
実
践
が
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

4
、「
護
の
御
璽
」
と
大
殿
祭

　

そ
こ
で
神
武
天
皇
条
の
「
幷
瓊
玉
を
懸
け
、
其
の
幣
物
を
陳
ね
て
、
殿
祭
の
祝

詞
す
。〔
其
の
祝
詞
の
文
は
別
巻
に
在
り
。〕
次
に
、
宮
門
を
祭
る
。〔
其
の
祝
詞
も
、
亦
別

巻
に
在
り
〕」
と
い
う
部
分
を
改
め
て
見
て
み
た
い
。
こ
の
こ
と
は
大
殿
祭
の
次
第

に
類
似
す
る
が
、
神
武
天
皇
の
即
位
に
斎
部
の
祖
先
に
よ
っ
て
大
殿
祭
が
な
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
大
殿
祭
に
つ
い
て
は
『
延
喜
式
』
に
「
凡
そ
祭
祀
の
祝
詞

は
御
殿
・
御
門
の
祭
は
斎
部
氏
の
祝
詞
」
と
あ
り
、
其
の
祝
詞
は
斎
部
氏
が
管
掌

す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
大
殿
祭
は
一
般
的
に
は
神
今
食
や
新
嘗
祭
の
際
に
殿
舎
を

祭
る
祭
祀
で
あ
っ
た
。
そ
の
次
第
は

　

大
殿
祭
の
儀
は
（
中
略
）
中
臣
・
忌
部
の
官
人
木
綿
鬘
を
著
け
、〔
忌
部
は

更
に
木
綿
襷
を
加
え
る
、〕
案
の
前
に
立
つ
、
仁
壽
殿
に
直
に
進
む
。
是
よ
り
先

ず
御
巫
等
宣
陽
門
よ
り
入
り
、
内
裏
に
候
ひ
、
案
に
随
ひ
共
に
入
て
、
殿
の

東
の
簀
子
敷
の
上
に
至
る
。
御
巫
等
筥
を
執
て
中
臣
・
忌
部
・
御
巫
等
次
を



草
薙
剣
と
天
皇
即
位
儀
礼
（
谷
口　

潤
）

一
二
二

〔
御
巫
一
人
紫
宸
殿
に
進
み
米
を
散
き
、
一
人
承
明
門
に
至
り
米
を
散
く
。〕
忌
部
玉
を

執
り
、
殿
の
四
角
に
懸
け
、
次
に
御
巫
等
米
・
酒
・
切
木
綿
を
殿
内
の
四
角

に
散
き
退
出
す
。
中
臣
は
仁
壽
殿
の
南
に
候
ひ
、
忌
部
巽
に
向
ひ
微
声
に
祝

詞
を
読
む
、
訖
て
浴
殿
に
至
り
、
玉
を
四
角
に
懸
け
、
次
に
厠
殿
の
四
角
に

懸
け
る
。
御
巫
等
米
・
酒
を
散
く
こ
と
初
の
如
し
。
陰
明
門
よ
り
退
出
す
、

　

大
殿
祭
儀
（
中
略
）
中
臣
・
忌
部
官
人
著
木
綿
鬘
、〔
忌
部
更
加
木
綿
襷
、〕

立
案
前
、
直
進
仁
壽
殿
、
先
是
御
巫
等
入
自
宣
陽
門
、
候
於
内
裏
、
随
案
共

入
、
至
殿
東
簀
子
敷
上
、
御
巫
等
執
筥
、
中
臣
・
忌
部
・
御
巫
等
以
次
入
仁

壽
殿
、〔
御
巫
一
人
進
紫
宸
殿
散
米
、
一
人
至
承
明
門
散
米
、〕
忌
部
執
玉
、
懸
殿
四

角
、
次
御
巫
等
散
米
・
酒
・
切
木
綿
於
殿
内
四
角
退
出
、
中
臣
候
仁
壽
殿

南
、
忌
部
向
巽
微
声
読
祝
詞
、
訖
至
於
浴
殿
、
懸
玉
於
四
角
、
次
懸
厠
殿
四

角
、
御
巫
等
散
米
・
酒
如
初
、
自
陰
明
門
退
出
、

�

（『
儀
式
』
巻
一
、
三
二
頁
）

　

殿
舎
の
四
隅
に
玉
を
懸
け
、
さ
ら
に
米
や
酒
、
切
木
綿
な
ど
を
殿
の
四
隅
に
撒

い
た
後
、
斎
部
が
微
声
で
祝
詞
を
読
む
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
大
殿
祭
は
一
般

に
神
今
食
、
新
嘗
祭
、
大
嘗
祭
の
時
に
天
皇
の
住
居
で
あ
る
仁
寿
殿
に
お
い
て
行

わ
れ
た
祭
祀
で
あ
り
、
青
木
紀
元
は
こ
れ
に
対
し
て
「
神
今
食
・
新
嘗
祭
の
祭
殿

で
あ
る
神
嘉
殿
や
、
大
嘗
祭
の
祭
殿
で
あ
る
大
嘗
宮
を
神
聖
に
す
る
と
い
う
意
味

を
全
く
持
っ
て
は
お
ら
ず
、（
中
略
）
ど
こ
ま
で
も
天
皇
の
御
殿
の
威
で
あ
る
点

に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
11
（

」
と
し
、
大
殿
祭
を
天
皇
の
住
居
を
祭
る
、
朝
廷

に
お
け
る
私
的
な
祭
祀
で
あ
る
と
位
置
づ
け
た
。
こ
れ
以
降
の
研
究
も
、
大
殿
祭

の
原
義
を
新
室
寿
ぎ
に
求
め
る
も
の
が
多
い
が
）
11
（

、
岡
田
荘
司
は
大
殿
祭
を
王
の
即

位
と
一
体
の
新
殿
造
営
を
原
義
と
す
る
と
指
摘
し
た
）
11
（

。
さ
ら
に
斎
藤
英
喜
は
斎
部

氏
の
祭
祀
実
践
か
ら
大
殿
祭
の
祝
詞
と
『
古
語
拾
遺
』
を
読
み
解
く
。
斎
藤
は
大

殿
祭
が
単
な
る
新
室
寿
ぎ
で
は
な
く
、
斎
部
氏
が
新
殿
造
営
の
た
め
に
切
り
出
し

た
木
材
や
山
の
神
霊
と
直
接
渡
り
合
い
、
鎮
め
る
現
場
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か

に
し
た
）
11
（

。
さ
ら
に
祝
詞
の
後
半
に

　

詞
別
き
て
白
さ
く
、
大
宮
売
命
と
御
名
を
申
す
事
は
、
皇
御
孫
の
命
の
同

じ
殿
の
裏
に
塞
が
り
坐
し
て
、
参
入
り
罷
り
出
づ
る
人
の
選
び
知
ら
し
、
神

等
の
い
す
ろ
こ
び
あ
れ
び
坐
す
を
、
言
直
し
和
し
…

　

詞
別
白
久
、
大
宮
売
命
登
御
名
乎
申
事
波
皇
御
孫
命
乃
同
殿
能
裏
尓
塞
坐

弖
、
参
入
罷
出
人
能
選
比
所
知
志
、
神
等
能
伊
須
呂
許
比
阿
禮
比
坐
乎
、
言

直
志
和
志
…

�

（『
延
喜
式
祝
詞
』
大
殿
祭
、
一
五
六
頁
）

　

と
大
宮
売
命
が
登
場
す
る
こ
と
に
注
目
し
、
大
殿
祭
が
対
象
と
す
る
「
大
殿
」

が
天
皇
の
居
住
す
る
私
的
な
空
間
か
ら
、
政
務
が
行
わ
れ
る
官
衙
等
公
的
な
空
間

へ
と
拡
大
し
て
い
る
事
を
指
摘
す
る
。
そ
こ
に
宮
廷
内
の
官
衙
に
祭
ら
れ
た
神
達

の
祟
り
に
対
抗
す
る
た
め
に
大
宮
売
命
を
登
場
さ
せ
た
斎
部
氏
の
祭
祀
実
践
を
認

め
る
）
11
（

。
さ
ら
に
『
古
語
拾
遺
』
の
神
代
を
そ
う
し
た
宮
廷
祭
祀
の
場
を
支
え
る
神

話
と
位
置
付
け
る
の
で
あ
る
。

　

斎
藤
の
論
は
大
殿
祭
を
単
な
る
新
室
寿
ぎ
に
回
収
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
中

に
斎
部
氏
の
祭
祀
実
践
を
見
て
い
く
こ
と
で
、
新
た
な
神
話
を
創
り
出
し
宮
廷
を

守
護
し
て
い
く
と
い
う
大
殿
祭
の
新
た
な
側
面
を
打
ち
出
し
た
点
で
従
来
の
研
究
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と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
評
価
で
き
る
。
し
か
し
斎
藤
は
あ
く
ま
で
祝
詞
に
登

場
す
る
大
宮
売
命
の
起
源
を
語
る
も
の
と
し
て
『
古
語
拾
遺
』
を
扱
っ
て
い
る

が
、
本
稿
で
問
題
に
す
る
べ
き
は
『
古
語
拾
遺
』
に
お
け
る
大
殿
祭
の
意
味
で
あ

る
。

　

こ
の
点
に
注
意
を
し
て
再
び
神
武
天
皇
即
位
の
場
面
に
戻
る
と
、「
天
璽
の

鏡
・
剣
を
捧
げ
持
ち
て
、
正
殿
に
安
き
奉
り
、
幷
瓊
玉
を
懸
け
、
其
の
幣
物
を
陳

ね
て
、
殿
祭
の
祝
詞
す
。」
と
あ
る
が
、
注
目
す
べ
き
は
天
璽
を
安
置
し
た
正
殿

に
対
し
て
祝
詞
を
奏
上
し
た
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
殿
舎
の
神
々
を
祭

り
鎮
め
る
の
で
は
な
く
天
璽
に
対
し
て
祝
詞
を
奏
上
し
て
い
る
と
い
え
る
。
で
は

な
ぜ
天
璽
に
祝
詞
を
奏
上
し
た
の
か
。
こ
の
起
源
も
ま
た
天
上
に
あ
る
の
で
あ

る
。
そ
も
そ
も
『
古
語
拾
遺
』
で
は
大
殿
祭
、
宮
門
祭
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
描

か
れ
て
い
る

又
、
殿
祭
・
門
祭
は
、
元
、
太
玉
命
の
供
へ
奉
り
し
儀
に
し
て
、
斎
部
氏
の

職
る
所
な
り

又
、
殿
祭
・
門
祭
者
、
元
、
太
玉
命
供
奉
之
儀
、
斎
部
氏
之
所
職
也
。

�

（『
古
語
拾
遺
』
遺
り
た
る
五
、
四
九
頁
）

　

と
あ
り
、
太
玉
命
が
大
殿
祭
の
は
じ
め
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
天
上
の
世

界
に
起
源
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
そ
の
起
源
は
ど
こ
に
あ

る
の
か
。
天
孫
降
臨
の
際
、
天
璽
が
渡
さ
れ
た
後
、
さ
ら
に
ア
マ
テ
ラ
ス
の
神
勅

が
下
さ
れ
る
。

　
「
吾
は
天
津
神
籬
〔
神
籬
は
、
古
語
に
、
比
茂
侶
伎
と
い
ふ
。〕
又
天
津
磐
境
を

起
こ
し
樹
て
て
、
吾
が
孫
の
為
に
斎
ひ
奉
ら
む
。
汝
天
児
屋
命
・
太
玉
命
の

二
は
し
ら
の
神
、
天
津
神
籬
を
持
ち
て
、
葦
原
の
中
国
に
降
り
、
亦
吾
が
孫

の
為
に
斎
ひ
奉
れ
。
惟
、
爾
二
は
し
ら
の
神
、
共
に
殿
の
内
に
侍
ひ
て
、
能

く
防
き
護
れ
。
吾
が
高
天
原
に
御
し
め
す
斎
庭
の
穂
〔
是
、
稲
種
な
り
。〕
を

以
て
、
亦
吾
が
児
に
御
せ
ま
つ
れ
。
太
玉
命
諸
部
の
神
を
率
て
、
其
の
職
に

供
へ
奉
る
こ
と
、
天
上
の
儀
の
如
く
せ
よ
」

　

こ
こ
で
ア
マ
テ
ラ
ス
は
中
臣
氏
の
祖
神
で
あ
る
天
児
屋
命
と
斎
部
氏
の
祖
神
太

玉
命
に
自
ら
が
祀
ら
れ
る
場
所
を
皇
孫
の
た
め
に
奉
る
よ
う
に
命
じ
る
。
さ
ら
に

こ
の
二
柱
の
神
は
殿
舎
の
中
に
控
え
、
こ
れ
を
守
る
こ
と
を
指
示
さ
れ
る
。
こ
こ

で
「
殿
の
内
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
が
、
こ
れ
は
こ
の
場
面
の
少
し
前
に

「
吾
が
児
此
の
宝
の
鏡
を
見
ま
さ
む
こ
と
、
吾
を
見
る
ご
と
く
す
べ
し
。
与
に
床

を
同
じ
く
し
殿
を
共
に
し
て
、
斎
の
鏡
と
為
べ
し
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
天
皇
の

殿
、
す
な
わ
ち
正
殿
で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
こ
で
太
玉
命
が
殿
に
お
い
て
神
籬
を

祭
る
こ
と
は
、
皇
孫
を
守
る
た
め
に
ア
マ
テ
ラ
ス
か
ら
命
じ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る

と
さ
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
が
神
武
天
皇
の
即
位
に
お
い
て
殿
祭
の
祝
詞
が
読
ま
れ

る
こ
と
の
起
源
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
『
古
語
拾
遺
』
に
お
け
る
大
殿
祭
と

は
、
即
位
の
際
に
正
殿
と
そ
こ
に
安
置
さ
れ
た
天
璽
＝
ア
マ
テ
ラ
ス
と
草
薙
剣
に

対
し
て
祝
詞
の
奏
上
す
る
こ
と
で
あ
り
、
天
璽
と
そ
れ
を
祀
る
殿
に
祭
祀
を
行
う

こ
と
に
よ
っ
て
皇
孫
を
守
護
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
で
『
古
語
拾

遺
』
は
大
殿
祭
を
即
位
儀
礼
の
一
環
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ア

マ
テ
ラ
ス
よ
り
直
接
下
さ
れ
た
神
勅
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
崇



草
薙
剣
と
天
皇
即
位
儀
礼
（
谷
口　

潤
）

一
二
四

神
天
皇
の
時
代
に
神
璽
が
「
護
の
御
璽
」
と
呼
ば
れ
た
理
由
が
わ
か
る
。

　

人
の
時
代
に
は
神
で
あ
る
草
薙
剣
＝
天
璽
を
直
接
受
け
取
る
こ
と
は
で
き
な
い

こ
と
は
先
に
述
べ
た
。
そ
の
た
め
草
薙
剣
は
磯
城
の
神
籬
に
移
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
が
、『
古
語
拾
遺
』
に
お
け
る
大
殿
祭
は
即
位
儀
礼
に
直
結
し
、
天
璽
を
祭
祀

の
対
象
と
し
て
い
る
以
上
、
こ
れ
を
欠
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
ゆ
え
に
新
た
に

神
璽
を
造
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
新
た
に
作
ら
れ
た
神
璽
は
祭
祀
に
よ
っ
て
天

皇
を
守
護
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
「
護
の
御
璽
」
と
呼
ば

れ
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
『
古
語
拾
遺
』
の
草
薙
剣
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
そ
こ
に
表
れ
る
草
薙
剣

は
た
だ
単
に
神
璽
と
同
一
視
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
斎
部
氏
の
祭
祀
実
践
と
深
く

結
び
つ
く
形
で
生
成
さ
れ
た
新
た
な
神
話
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
九
世
紀
に
は
即

位
儀
礼
に
神
祇
官
は
関
わ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
か
つ
て
内
廷
的
祭
祀
を

担
っ
た
氏
族
た
ち
は
衰
退
の
一
途
を
辿
っ
て
い
た
。
そ
う
し
た
中
で
『
古
語
拾

遺
』
は
草
薙
剣
を
天
璽
と
し
、
そ
れ
に
対
す
る
祭
祀
を
行
う
事
を
訴
え
る
こ
と

で
、
再
び
即
位
儀
礼
に
祭
祀
的
要
素
を
含
ま
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。『
古
語

拾
遺
』
の
跋
に
は

　

若
し
此
の
造
式
の
年
に
当
り
て
、
彼
の
望
秩
の
礼
を
定
め
ず
は
、
竊
に
恐

る
ら
く
は
、
後
の
今
を
見
む
こ
と
、
今
の
古
を
見
る
猶
く
な
ら
む
。

　

若
当
此
造
式
之
年
、
不
制
彼
望
秩
之
礼
、
竊
恐
、
後
之
見
今
、
猶
今
之
古

見
矣
。

�

（『
古
語
拾
遺
』
跋
、
五
五
頁
）

　

と
あ
り
、『
古
語
拾
遺
』
編
纂
の
理
由
と
し
て
「
造
式
」
が
あ
げ
ら
れ
る
。
大

同
元
（
八
〇
六
）
年
こ
の
年
に
新
た
な
式
が
作
ら
れ
た
記
録
は
な
い
が
、
こ
の
十

四
年
後
の
弘
仁
十
一
（
八
二
〇
）
年
に
は
弘
仁
式
が
作
ら
れ
て
お
り
、
大
同
元
年

を
造
式
開
始
の
年
と
し
て
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
）
11
（

。
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
時
代

に
、
即
位
を
始
め
と
し
て
様
々
な
制
度
が
変
化
し
て
い
く
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
は

確
か
で
あ
る
。
し
か
し
神
祇
官
に
よ
る
神
璽
の
渡
御
は
即
位
儀
礼
で
行
わ
れ
る
こ

と
は
な
く
、
神
璽
の
渡
御
自
体
が
行
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
く
。
そ
う
し
た
時
代
に

草
薙
剣
を
神
璽
の
起
源
と
す
る
こ
と
で
、
再
び
即
位
儀
礼
に
神
祇
官
を
呼
び
戻
そ

う
と
す
る
こ
と
は
、
一
見
時
代
錯
誤
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
『
記
』・

『
紀
』
の
神
話
に
見
ら
れ
な
い
儀
礼
の
起
源
を
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な
神

話
を
生
成
し
た
も
の
と
し
て
『
古
語
拾
遺
』
を
評
価
で
き
る
の
で
あ
り
、
草
薙
剣

を
レ
ガ
リ
ア
と
す
る
言
説
は
こ
う
し
た
中
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

〔
注
〕

（
（
）�

黛
弘
道
「
三
種
の
神
器
」『
国
史
大
辞
典
』
第
六
巻
（
吉
川
弘
文
館
一
九
八
五
）

（
（
）�

神
野
志
隆
光
「
一
元
化
へ
の
運
動
」『
古
代
天
皇
神
話
論
』（
若
草
書
房
一
九
九

九
）
初
出
「
古
代
天
皇
神
話
の
完
成
」「
国
語
と
国
文
学
」（
一
九
九
六
）

（
（
）�
神
野
志
隆
光
「「
記
紀
神
話
」
と
律
令
祭
祀
」『
歴
史
評
論
』
一
二
頁
（
二
〇
〇

二
）

（
（
）�

斎
部
氏
の
表
記
は
「
忌
部
」
と
「
斎
部
」
の
二
通
り
が
あ
る
が
、『
古
語
拾
遺
』

で
は
「
斎
部
」
に
統
一
さ
れ
て
お
り
、
本
稿
で
も
引
用
で
な
い
限
り
は
『
古
語
拾

遺
』
の
表
記
に
従
い
「
斎
部
」
で
統
一
す
る
。
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一
二
五

（
（
）�

斎
藤
英
喜
「『
古
語
拾
遺
』
の
神
話
言
説
」『
椙
山
女
学
園
大
学
研
究
論
集
』
第
三

十
号
二
頁
（
一
九
九
九
）

（
（
）�
久
米
邦
武
「
神
道
は
祭
天
の
古
俗
」『
明
治
文
学
全
集　

明
治
史
論
集
』
九
一
頁

（
筑
摩
書
房
一
九
七
六
）
初
出
『
史
学
會
雜
誌
』
第
二
三
～
二
五
号
（
一
八
九
二
）

（
（
）�

津
田
は
「
神
代
の
物
語
」（
津
田
左
右
吉
「
記
紀
研
究
の
序
説
」『
日
本
古
典
の
研

究
』
上
『
津
田
左
右
吉
全
集
』
第
一
巻
五
二
八
頁
、
岩
波
書
店
一
九
六
三
〔
初
出

『
神
代
史
の
研
究
』
一
九
二
四
〕）
に
お
い
て
「
さ
て
神
寶
が
鏡
剣
の
二
種
で
あ
る

と
思
は
れ
て
ゐ
た
時
代
の
あ
つ
た
こ
と
は
、
前
に
述
べ
た
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
疑
は

無
か
ら
う
が
、
其
の
起
源
を
説
い
た
物
語
に
於
い
て
は
、
剣
が
草
薙
剣
と
し
て
古

語
拾
遺
に
記
さ
れ
て
ゐ
る
。
と
こ
ろ
が
此
の
剣
の
こ
と
の
見
え
る
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル

の
命
の
物
語
に
於
い
て
は
、
記
紀
と
も
に
、
そ
れ
が
神
寶
で
あ
っ
た
と
い
ふ
よ
う

な
こ
と
は
全
く
述
べ
て
な
い
。（
中
略
）
だ
か
ら
、
神
寶
を
二
種
と
し
た
物
語
に

於
け
る
剣
が
、
初
め
か
ら
草
薙
剣
と
し
て
説
か
れ
て
ゐ
た
の
な
ら
ば
、
此
の
剣
に

關
す
る
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
命
の
話
は
、
神
寶
二
種
説
の
初
め
て
現
れ
た
よ
り
も
前

か
ら
、
神
寶
と
い
ふ
観
念
と
は
関
係
な
く
、
存
在
し
て
ゐ
た
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。
さ
う
し
て
本
来
獨
立
し
た
説
話
に
見
え
て
ゐ
た
草
薙
剣
が
、
何
等
か
の
事
情

か
ら
、
神
寶
物
語
の
中
に
地
位
を
占
め
る
や
う
に
な
つ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」

と
述
べ
て
い
る
。

（
（
）�

三
品
彰
英
「
フ
ツ
ノ
ミ
タ
マ
考
」『
三
品
彰
英
論
文
集
第
二
巻　

建
国
神
話
の
諸

問
題
』
三
二
一
頁
（
平
凡
社
一
九
七
一
）
初
出
『
青
丘
学
叢
』
第
一
〇
、
一
一
、

一
二
号
（
一
九
三
二
）

（
（
）�

平
藤
喜
久
子
「
植
民
地
帝
国
日
本
の
神
話
学
」
竹
沢
尚
一
郎
編
『
宗
教
と
フ
ァ
シ

ズ
ム
』
三
三
〇

─
三
三
二
頁
（
水
声
社
二
〇
一
〇
）

（
（0
）�

高
崎
正
秀
「
草
薙
剣
考
」『
高
崎
正
秀
著
作
集
第
一
巻　

神
剣
考
』
四
五
、
四
六

頁
（
桜
楓
社
一
九
七
一
）
初
出
『
古
典
の
新
研
究
』
第
二
集
（
一
九
五
四
）

（
（（
）�

松
村
武
雄
『
日
本
神
話
伝
説
の
研
究　

第
三
巻
』
二
三
〇
頁
（
培
風
館
一
九
五

五
）

（
（（
）�

岡
田
精
司
「
草
薙
剣
伝
承
と
古
代
の
熱
田
社
」『
古
代
祭
祀
の
史
的
研
究
』
二
五

三
頁
（
塙
書
房
一
九
九
二
）
初
出
「
草
薙
剣
の
伝
承
を
め
ぐ
っ
て
」（
桜
井
徳
太

郎
編
『
日
本
社
会
の
変
革
と
再
生
』
弘
文
堂
一
九
八
八
）

（
（（
）�

神
野
志
前
掲
（
（
）
二
七
八
頁

（
（（
）�

特
に
神
野
志
は
同
論
文
で
岡
田
精
司
の
論
を
批
判
す
る
。
岡
田
は
「
大
王
就
任
儀

礼
と
そ
の
展
開

─
即
位
と
大
嘗
祭

─
」（『
古
代
祭
祀
の
史
的
研
究
』（
塙

書
房
一
九
九
二
））
に
お
い
て
、
大
嘗
祭
と
降
臨
神
話
の
対
応
を
指
摘
し
た
折
口

信
夫
を
批
判
し
、
む
し
ろ
即
位
儀
と
の
対
応
を
見
る
べ
き
と
し
た
が
、
神
野
志
は

「
降
臨
神
話
と
即
位
儀
礼
と
を
つ
な
ぐ
根
本
的
な
よ
り
ど
こ
ろ
た
る
、「
宝
器
」
の

問
題
が
そ
も
そ
も
降
臨
神
話
の
誤
読
か
ら
導
か
れ
て
い
る
」（「
神
話
テ
キ
ス
ト
と

し
て
の
即
位
宣
命
」
前
掲
（
（
）
二
二
六
─
二
二
七
頁
）
と
批
判
す
る

（
（（
）�

斎
藤
前
掲
（
（
）

（
（（
）�

津
田
博
幸
「
広
成
の
読
む
『
日
本
書
紀
』

─
『
古
語
拾
遺
』
を
め
ぐ
っ
て

─
」『
生
成
す
る
古
代
文
学
』
五
四
頁
（
森
話
社
二
〇
一
四
）
初
出
『
国
文

学
』
第
四
十
四
巻
（
一
九
九
九
）

（
（（
）�

神
野
志
前
掲
（
（
）
二
七
九
、
二
八
〇
頁

（
（（
）�

井
上
光
貞
「
古
代
王
権
と
即
位
儀
礼
」『
日
本
古
代
の
王
権
と
祭
祀
』（
東
京
大
学

出
版
会
一
九
八
四
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
溝
口
睦
子
が
「
神
祇
令
と
即
位
式
」
で

（
黛
弘
道
編
『
古
代
王
権
と
祭
祀
』
二
七
七
～
二
八
一
頁
（
吉
川
弘
文
館
一
九
九

二
））
神
璽
の
奉
献
と
天
神
之
寿
詞
奏
上
は
、
即
位
の
儀
に
お
い
て
必
ず
し
も
重

要
な
意
義
を
持
つ
も
の
で
は
な
く
、
タ
カ
ミ
ク
ラ
に
就
く
こ
と
が
即
位
式
の
中
心

行
事
で
あ
っ
た
と
し
た
が
、
加
茂
正
典
は
「「
神
祇
令
」
践
祚
条
私
注
」（
八
九
～

九
六
頁
『
日
本
古
代
即
位
儀
礼
史
の
研
究
』（
思
文
閣
出
版
一
九
九
九
）
初
出

『
文
化
史
学
』
第
三
十
九
号
（
一
九
八
二
））
で
こ
れ
を
否
定
し
、
神
璽
の
献
上
が

即
位
と
別
個
で
あ
る
と
は
考
え
に
く
い
と
し
て
い
る
。

（
（（
）�

加
茂
正
典
「
大
嘗
祭“

辰
日
前
段
行
事”

考
」『
日
本
古
代
即
位
儀
礼
史
の
研
究
』

一
七
七
項
（
思
文
閣
出
版
一
九
九
九
）
初
出
『
皇
學
館
大
学
神
道
研
究
所
紀
要
』

第
十
三
編
（
一
九
九
七
）

（
（0
）�
内
田
順
子
「「
譲
国
儀
」
の
検
討
」
岡
田
精
司
編
『
古
代
祭
祀
の
歴
史
と
文
学
』

五
四
頁
（
塙
書
房
一
九
九
七
）

（
（（
）�

内
田
前
掲
（
（0
）
五
一
頁

（
（（
）�

内
田
前
掲
（
（0
）
に
よ
れ
ば
「
九
世
紀
に
は
官
僚
機
構
の
整
備
が
進
む
と
同
時

に
、
畿
内
豪
族
の
末
裔
と
し
て
の
官
人
と
い
う
性
格
は
希
薄
に
な
る
。（
中
略
）



草
薙
剣
と
天
皇
即
位
儀
礼
（
谷
口　

潤
）

一
二
六

官
人
が
在
地
豪
族
と
深
く
か
か
わ
り
、
形
式
的
に
も
せ
よ
王
位
就
任
儀
礼
に
主
体

的
に
関
わ
る
と
い
っ
た
存
在
で
は
な
く
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と

指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
加
茂
正
典
は
前
掲
（
（（
）
で
即
位
式
の
唐
風
化
と
い
う
革

新
過
程
で
捨
象
さ
れ
た
即
位
の
古
い
形
が
大
嘗
祭
に
吸
収
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。

（
（（
）�

斎
藤
前
掲
（
（
）
二
一
頁

（
（（
）�

青
木
紀
元
「
忌
部
氏
の
祝
詞
」『
祝
詞
古
伝
承
の
研
究
』
一
七
三
頁
（
国
書
刊
行

会
一
九
八
五
）
初
出
『
神
道
史
研
究
』
一
九
六
三
）

（
（（
）�

例
え
ば
烏
谷
知
子
は
「
大
殿
祭
祝
詞
の
成
立
の
背
景
に
つ
い
て
」（『
学
苑
』
一
九

八
八
）
で
大
殿
祭
祝
詞
に
見
え
る
宮
ぼ
め
の
表
現
を
万
葉
集
の
歌
と
比
較
し
、
大

殿
祭
祝
詞
の
原
型
は
藤
原
宮
時
代
に
成
立
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
し
、
一
代

ご
と
の
遷
都
が
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
時
代
に
殿
舎
の
新
生
を
計
る
た
め
生
ま
れ
た

と
す
る
。
ま
た
石
川
千
恵
子
は
「
古
代
大
殿
祭
考
」（『
日
本
歴
史
』
一
九
九
〇
）

で
出
土
遺
物
な
ど
か
ら
大
殿
祭
を
考
察
し
、
大
殿
祭
を
、
農
耕
祭
祀
を
起
源
に
持

つ
物
で
あ
る
と
位
置
づ
け
る
。

（
（（
）�

岡
田
荘
司
「
大
殿
祭
と
忌
部
氏
」『
神
道
宗
教
』
第
一
〇
〇
号
（
一
九
八
〇
）

（
（（
）�

斎
藤
英
喜
「
大
殿
祭
と
大
宮
売
命

─
そ
の
祭
祀
と
伝
承
を
め
ぐ
っ
て
」『
神
語

り
研
究
』
第
四
号
四
二
頁
（
一
九
九
四
）

（
（（
）�

斎
藤
前
掲
（
（（
）
四
九
頁

（
（（
）�

西
宮
一
民
校
注
『
古
語
拾
遺
』
一
一
五
頁
（
岩
波
文
庫
一
九
八
五
）

〔
参
考
文
献
〕

・
小
島
憲
之
、
直
木
孝
次
郎
、
西
宮
一
民
、
蔵
中
進
、
毛
利
正
守
校
注
『
新
編
日
本
古

典
文
学
全
集　

日
本
書
紀
』（
小
学
館
一
九
九
四
）

・
西
宮
一
民
校
注
『
古
語
拾
遺
』（
岩
波
文
庫
一
九
八
五
）

・
井
上
光
貞
、
関
晃
、
土
田
直
鎮
、
青
木
和
夫
校
注
『
日
本
思
想
大
系
三　

律
令
』（
岩

波
書
店
一
九
七
六
）

・
黒
板
勝
美
校
注
『
新
訂
増
補
国
史
大
系　

日
本
後
記
』（
吉
川
弘
文
館
一
九
八
七
）

・
土
田
直
鎮
、
所
功
校
注
『
神
道
大
系　

朝
議
祭
祀
編
三　

北
山
抄
』（
神
道
体
系
編
纂

会
一
九
九
二
）

・
渡
邊
直
彦
校
注
『
神
道
体
系　

朝
議
祭
祀
編
一　

儀
式
・
内
裏
式
』（
神
道
体
系
編
纂

会
一
九
八
〇
）

・
粕
谷
興
紀
校
注
『
延
喜
式
祝
詞
（
付
）
中
臣
寿
詞
』（
和
泉
書
院
二
〇
一
二
）

（
た
に
ぐ
ち　

じ
ゅ
ん　

文
学
研
究
科
歴
史
学
専
攻
修
士
課
程
修
了
）

（
指
導
教
員
：
斎
藤　

英
喜　

教
授
）

二
〇
一
九
年
九
月
三
十
日
受
理


