
御
杖
が
『
古
事
記
』
の
注
釈
書
に
お
い
て
取
り
組
ん
だ
問
題
は
、
理
と
欲
を

ど
の
よ
う
に
し
て
両
立
さ
せ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
御
杖
は
理
と
欲
を

ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
た
の
か
。
理
と
欲
の
両
立
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
根

拠
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
。
ま
た
、
神
は
そ
の
問
題
を
解
決
す
る
上
で
ど
の
よ

う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
か
。
こ
れ
ら
が
本
稿
の
考
察
の
課
題
で
あ
る
。

さ
れ
は
い
は
Ｌ
わ
れ
も
身
勝
手
を
せ
ぬ
故
に
人
も
み
な
身
勝
手
を
つ
上

し
み
て
ゐ
る
を
天
下
泰
平
と
す
る
は
責
は
危
き
事
也
い
つ
心
か
う
つ
ら
う

も
し
れ
ぬ
事
也
不
安
心
な
る
も
の
也
し
か
し
ま
つ
こ
れ
に
て
は
ひ
と
上
ほ

り
天
下
泰
平
と
み
ゆ
る
も
の
な
る
か
故
に
か
や
う
に
ひ
と
坐
ほ
り
に
て
よ

し
と
思
は
む
人
な
ら
は
神
道
は
い
ら
ぬ
事
也
こ
れ
に
て
は
気
の
す
ま
ぬ
不

安
心
な
る
物
也
同
し
く
は
た
し
か
に
仕
た
き
と
思
ふ
心
あ
ら
ん
人
な
ら
は

神
道
は
必
定
入
る
へ
し

（
「
神
典
挙
要
』
全
一
、
八
九
七
頁
）

互
い
に
身
勝
手
を
し
な
い
と
い
う
強
い
ら
れ
た
努
力
に
よ
っ
て
、
泰
平
が
保

た
れ
て
い
る
状
態
に
御
杖
は
不
安
を
覚
え
る
。
こ
れ
で
は
「
い
つ
心
か
う
つ
ら

｜
、
天
地
の
和
順

富
士
谷
御
杖
に
お
け
る
理
と
欲
と
神

う
も
し
れ
ぬ
」
。
し
か
し
、
神
道
に
よ
れ
ば
、
よ
り
確
実
な
安
定
し
た
状
態
が

得
ら
れ
る
と
御
杖
は
考
え
る
。
神
道
に
よ
れ
ば
「
我
も
人
も
勉
彊
用
ふ
る
に
を

よ
ば
ず
、
所
欲
は
公
私
大
小
と
な
く
達
せ
ず
と
い
ふ
事
な
く
、
し
か
も
孝
悌
忠

信
の
美
事
、
つ
と
め
ず
を
し
へ
ず
し
て
お
の
づ
か
ら
生
ず
る
」
（
『
古
事
記
燈
大

旨
』
全
一
、
八
四
頁
）
と
い
う
状
態
に
至
る
。
理
を
強
制
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、

欲
も
達
成
さ
れ
理
も
自
然
に
成
就
し
、
安
定
し
て
い
る
状
態
を
御
杖
は
理
想
と

し
た
。こ

の
よ
う
に
欲
と
理
の
両
方
が
成
就
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
根

拠
は
、
天
地
に
お
け
る
二
気
の
和
順
に
あ
っ
た
。

お
ほ
か
た
天
地
の
か
た
ち
、
天
は
つ
ね
に
そ
の
気
降
り
、
地
は
常
に
そ

の
気
昇
る
、
そ
の
昇
降
の
二
気
つ
き
あ
ふ
事
な
き
よ
り
天
地
相
和
順
し
萬

物
生
々
し
て
、
長
く
久
し
き
に
あ
は
せ
給
へ
る
に
て
、
そ
の
長
く
久
し
く

和
順
な
る
事
、
昇
気
を
始
と
す
る
に
あ
る
事
な
る
（
以
下
略
）

（
「
古
事
記
燈
大
旨
』
全
一
、
八
二
頁
）

天
と
地
は
そ
れ
ぞ
れ
清
陽
と
重
濁
と
い
う
正
反
対
の
性
質
を
も
っ
て
い
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
対
立
す
る
こ
と
な
く
、
久
し
く
和
順
し
万
物
を
生
み
出
し
て

大
久
保
紀
子

八
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お
ほ
か
た
人
う
ま
る
Ｌ
時
は
其
因
り
て
来
る
所
を
知
ら
れ
と
も
死
す
る

時
は
心
は
天
に
帰
し
身
は
地
に
帰
す
る
事
皆
人
し
れ
る
所
な
り
さ
れ
は
心

は
天
の
化
成
身
は
地
の
化
成
う
た
か
ひ
な
し
か
く
天
地
化
成
し
て
一
庫
と

な
り
一
人
と
な
る
そ
の
心
に
属
せ
る
念
と
身
に
属
せ
る
念
有
て
心
に
属
せ

る
念
は
清
く
身
に
属
せ
る
念
は
濁
れ
り
こ
れ
を
神
代
巻
に
清
陽
天
と
な
り

重
濁
地
と
な
る
と
見
え
た
り
こ
の
二
念
言
行
と
な
り
い
つ
る
こ
れ
を
善
悪

と
い
ふ
也

（
『
古
事
記
燈
』
全
一
、
五
九
二
頁
）

人
の
心
は
天
の
化
成
、
身
は
地
の
化
成
で
あ
る
。
そ
し
て
心
に
属
す
清
い
念

（
１
）

と
は
理
、
身
に
属
せ
る
濁
っ
た
念
と
は
欲
を
さ
す
。
し
た
が
っ
て
人
も
天
地
の

二
気
の
和
順
に
な
ら
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
理
と
欲
の
安
定
し
た
両
立
を
達
成
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
人
は
次
の
二
点
に
お
い
て
、
天
地
が
示

す
和
順
と
は
程
遠
い
状
態
に
あ
る
。

第
一
に
、
天
地
は
「
尊
卑
に
位
し
そ
の
あ
は
ひ
い
と
は
る
か
に
し
て
相
し
た

し
む
事
な
き
か
ゆ
ゑ
に
そ
の
中
間
に
し
て
萬
物
生
々
て
や
ま
す
い
や
と
ほ
長
き

物
」
（
『
古
事
記
燈
巻
之
一
』
全
一
、
五
四
九
頁
）
と
規
定
さ
れ
る
。
天
地
は
二

気
を
循
環
さ
せ
な
が
ら
も
、
互
い
・
に
遠
く
離
れ
て
決
し
て
混
じ
り
合
う
こ
と
な

く
、
そ
の
中
間
に
お
い
て
久
し
く
万
物
が
生
々
し
て
い
る
の
に
対
し
、
人
は
天

地
を
混
合
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

い
る
。
こ
れ
が
理
と
欲
と
い
う
正
反
対
の
も
の
の
両
立
が
可
能
で
あ
る
こ
と
の

根
拠
で
あ
る
。
天
地
の
和
順
は
「
昇
気
を
始
と
す
る
」
。
つ
ま
り
天
か
ら
の
降

気
か
ら
で
は
な
く
、
地
か
ら
の
昇
気
か
ら
始
ま
る
こ
と
に
留
意
し
た
い
。

人
も
次
の
よ
う
に
天
地
の
二
性
を
享
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
心
身
の
祖
た
る
天
地
は
上
下
に
位
し
そ
の
問
い
と
は
る
か
に
う
ち

ひ
ら
け
て
天
の
性
地
に
混
す
る
事
な
く
地
の
性
天
に
混
す
る
事
な
き
も
の

な
る
に
人
の
心
身
と
な
り
来
り
て
は
身
内
に
心
あ
る
は
即
天
を
内
と
し
地

を
外
と
せ
る
に
て
そ
の
天
地
の
あ
は
ひ
ひ
ら
け
す
天
地
ふ
た
つ
な
か
ら
わ

が
有
と
な
る
こ
れ
に
あ
や
か
り
て
人
と
い
ふ
入
悉
く
そ
の
思
惟
天
地
の
二

性
を
混
し
た
る
こ
れ
や
か
て
ま
こ
と
の
天
地
を
は
潭
沌
せ
る
も
の
と
す
る

な
り

（
「
古
事
記
燈
神
典
』
全
一
、
五
三
○
頁
、
五
三
一
頁
）

天
地
は
上
下
に
離
れ
、
天
の
性
と
地
の
性
が
混
じ
る
こ
と
は
な
い
が
、
人
に

お
い
て
は
こ
の
二
性
、
つ
ま
り
心
と
身
、
あ
る
い
は
そ
れ
ぞ
れ
に
生
じ
る
理
と

欲
の
二
念
が
わ
か
れ
ず
、
潭
沌
と
し
て
い
る
。

第
二
点
は
、
天
地
の
和
順
は
地
か
ら
の
昇
気
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
関

す
る
。
地
の
化
成
が
身
で
あ
り
、
そ
こ
に
生
ず
る
念
が
欲
で
あ
る
か
ら
、
天
地

の
和
順
が
地
か
ら
始
ま
る
の
な
ら
ば
、
人
に
お
い
て
は
欲
か
ら
始
ま
っ
て
理
と

欲
が
成
就
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
人
は
「
此
理
欲
、
天
地
に
あ
や

か
り
て
、
理
は
お
の
づ
か
ら
尊
く
、
欲
は
お
の
づ
か
ら
い
や
し
き
が
故
に
、
人

と
し
て
は
理
を
た
ふ
と
び
、
欲
を
い
や
し
む
べ
き
こ
と
な
り
」
（
「
古
事
記
燈
大

旨
」
全
一
、
六
七
頁
、
六
八
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
始
ま
り
で
あ
る
べ
き
欲
を

卑
下
す
る
。

以
上
の
二
点
を
克
服
し
て
、
天
地
の
二
性
を
わ
け
、
地
の
性
か
ら
始
め
て
和

順
を
は
か
る
よ
う
に
す
れ
ば
、
人
も
天
地
の
和
順
と
合
致
し
、
努
め
ず
し
て
理

が
成
る
と
考
え
ら
れ
る
。
人
の
場
合
、
天
地
の
二
性
を
わ
け
る
と
は
、
心
と
身

そ
れ
ぞ
れ
に
生
じ
る
二
念
、
つ
ま
り
理
と
欲
を
わ
け
る
こ
と
で
あ
り
、
地
の
性

八
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を
始
ま
り
と
す
る
と
は
、
欲
を
主
導
と
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

二
、
理
と
欲

人
に
お
け
る
天
地
の
二
性
で
あ
る
理
と
欲
の
性
格
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

「
心
に
属
せ
る
念
は
清
く
身
に
属
せ
る
念
は
濁
れ
り
」
（
「
古
事
記
燈
』
全
一
、

五
九
二
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
理
は
清
く
尊
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に

は
「
美
事
」
（
『
神
典
言
霊
』
三
九
二
頁
）
と
い
わ
れ
、
さ
ら
に
具
体
的
に
は
「
孝

悌
忠
信
」
（
同
右
）
と
い
う
態
度
あ
る
い
は
行
為
を
指
す
。
人
は
理
を
尊
び
、

理
に
ひ
か
れ
て
美
事
を
為
そ
う
と
す
る
が
、
実
際
は
純
粋
な
「
よ
ど
と
」
は
な

い
。
そ
の
理
由
を
御
杖
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
。

心
は
純
粋
な
る
天
の
性
を
う
け
て
尊
き
物
な
れ
と
も
そ
の
器
地
の
卑
性

を
う
け
た
る
か
故
に
て
か
の
水
の
方
円
に
し
た
か
ふ
か
こ
と
く
お
の
つ
か

ら
卑
念
に
し
た
か
へ
は
な
り
（
細
注
略
）
か
く
尊
念
も
卑
念
に
し
た
か
ひ

て
よ
ど
と
な
か
ら
ま
こ
と
の
よ
ご
と
に
あ
ら
さ
る
ゆ
ゑ
を
た
つ
ぬ
る
に
そ

の
よ
ご
と
を
な
す
に
言
も
身
の
用
な
り
行
も
身
の
用
に
て
そ
の
身
の
用
を

か
ら
さ
れ
は
す
へ
て
の
よ
こ
と
も
な
す
へ
き
よ
し
な
き
か
故
に
よ
こ
と
は

よ
こ
と
に
し
て
私
な
る
事
を
ま
ぬ
か
れ
す

（
『
古
事
記
燈
巻
之
一
』
全
一
、
五
五
一
頁
）

人
は
「
よ
ど
と
」
を
為
そ
う
と
し
て
も
、
卑
性
で
あ
る
身
を
と
お
し
て
為
さ

ざ
る
を
得
な
い
た
め
に
純
粋
な
る
「
よ
ど
と
」
を
為
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
人

の
為
す
こ
と
は
極
言
す
れ
ば
、
す
べ
て
私
に
落
ち
る
。
し
か
し
人
は
、
天
の
性

を
も
享
け
て
い
る
こ
と
か
ら
理
を
重
ん
じ
「
よ
ど
と
」
を
求
め
る
存
在
で
あ
る
。

な
ら
ば
「
よ
ど
と
」
を
為
す
た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。

人
と
し
て
よ
こ
と
は
な
さ
て
か
な
は
さ
る
事
は
い
ま
さ
ら
い
ふ
に
及
は

さ
る
事
な
れ
と
も
言
行
を
用
ひ
て
な
す
時
は
よ
こ
と
上
は
な
ら
さ
る
も
の

な
る
か
故
に
よ
こ
と
に
か
た
く
言
行
は
用
ひ
じ
と
決
断
す
る
を
い
ふ
也
か

く
決
断
す
る
時
は
胸
中
に
し
て
尊
卑
の
二
念
あ
ひ
た
上
か
ふ
事
ふ
つ
に
や

み
ぬ
へ
け
れ
は
外
こ
れ
に
し
た
か
ひ
て
き
そ
ひ
あ
る
ま
し
き
事
お
も
ひ
や

る
へ
し

（
「
古
事
記
燈
巻
之
匡
全
一
、
五
五
二
頁
）

「
よ
ど
と
」
を
為
す
た
め
に
は
、
身
の
卑
念
を
帯
び
て
い
る
言
行
を
用
い
な

い
こ
と
で
あ
る
。
明
ら
か
な
言
行
を
避
け
、
所
思
を
隠
し
て
倒
言
に
よ
っ
て
表

現
し
、
行
為
を
隠
し
て
幽
路
に
お
い
て
な
す
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
「
よ
ど
と
」
は
身
の
卑
念
つ
ま
り
欲
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
そ
の
純
善

た
る
性
質
を
守
り
き
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
人
に
お
け
る
天
地
、
つ
ま
り

理
と
欲
を
わ
け
る
こ
と
で
も
あ
る
。

で
は
身
に
生
ず
る
卑
念
で
あ
る
欲
は
ど
の
よ
う
な
性
格
を
も
つ
の
か
。

天
に
く
ら
ぶ
れ
ば
地
は
卑
し
け
れ
ど
、
萬
物
の
生
ず
る
に
、
地
を
母
と

せ
ざ
る
は
な
け
れ
ば
、
す
べ
て
尊
卑
と
む
か
へ
る
も
の
、
其
い
や
し
き
方

が
母
な
る
事
明
ら
か
な
る
が
故
に
、
潭
沌
し
て
人
欲
を
制
し
て
は
、
妙
事

を
う
む
母
な
く
な
り
ぬ
く
き
な
り
、
さ
れ
ば
い
は
ゆ
る
孝
悌
忠
信
の
た
ぐ

ひ
も
、
そ
の
生
ず
る
母
は
人
欲
な
る
事
し
る
け
れ
ば
、
た
堂
人
欲
を
だ
に

尽
せ
ば
、
孝
悌
忠
信
は
、
を
し
へ
ず
し
て
お
の
づ
か
ら
う
む
べ
き
也
、
こ

の
故
に
、
わ
が
神
典
、
孝
悌
忠
信
等
の
を
し
へ
ひ
と
つ
も
な
く
て
、
た
壁

そ
の
母
の
な
す
わ
ざ
を
の
み
も
は
ら
と
を
し
へ
た
ま
へ
る
な
り
、

八
七



欲
情
は
ゆ
か
む
と
思
ふ
所
ま
て
は
ゆ
か
て
は
や
ま
ざ
る
も
の
な
り
こ
れ

不
動
の
性
た
る
所
以
也
し
か
れ
と
も
そ
の
極
を
た
に
得
れ
は
と
上
ま
る
事

こ
れ
又
欲
の
性
な
り
こ
れ
私
に
い
ふ
に
あ
ら
す
夜
極
れ
は
昼
と
な
る
を
半

夜
に
し
て
夜
を
あ
か
さ
む
事
あ
た
は
さ
る
を
思
ふ
へ
し

（
『
神
典
言
霊
』
全
一
、
四
四
二
頁
）

欲
は
極
み
ま
で
い
け
ば
尽
き
る
性
質
を
も
つ
。
し
か
し
、
そ
う
す
れ
ば
理
を

や
ぶ
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
理
と
欲
の
両
立
は
成
ら
な
い
。
で
は

ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
御
杖
は
「
大
か
た
所
欲
の
理
を
や
ぶ
る
は
も

と
理
と
た
上
か
ふ
所
に
路
す
る
か
ゆ
ゑ
な
り
」
（
『
神
典
言
霊
』
全
一
、
三
八
七

頁
）
と
考
え
、
「
さ
れ
は
欲
情
に
理
を
も
て
た
些
か
ふ
事
し
か
る
へ
か
ら
さ
る

事
を
決
定
し
欲
に
理
外
の
路
を
あ
た
へ
な
は
欲
は
内
を
路
と
し
理
は
外
を
路
と

し
て
理
欲
長
く
た
上
か
ふ
事
あ
る
ま
し
か
る
へ
し
」
（
『
神
典
言
霊
』
全
一
、
三

八
九
頁
）
と
す
る
。
欲
を
尽
く
さ
せ
る
た
め
に
は
、
欲
と
理
を
つ
き
あ
わ
す
こ

と
の
な
い
よ
う
に
わ
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
欲
は
内
、
理
は
外
と
わ
け
て
、

そ
れ
ぞ
れ
を
成
就
さ
せ
る
。
「
よ
ど
と
」
を
為
す
た
め
に
は
、
そ
れ
を
卑
の
念

（
つ
ま
り
欲
）
を
帯
び
る
言
行
か
ら
切
り
離
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
と

同
様
で
あ
る
。
欲
は
内
理
は
外
と
わ
け
、
欲
が
内
で
尽
く
さ
れ
れ
ば
、
お
の
ず

と
外
に
理
が
な
る
。
欲
が
理
を
生
む
と
は
、
文
字
ど
お
り
欲
か
ら
理
が
生
ま
れ

（
『
古
事
記
燈
大
旨
』
全
一
、
七
三
頁
）

欲
は
孝
悌
忠
信
を
生
む
母
で
あ
り
、
欲
を
尽
く
せ
ば
、
孝
悌
忠
信
は
お
の
づ

か
ら
生
ま
れ
る
と
御
杖
は
考
え
る
。
「
人
欲
を
だ
に
尽
せ
ば
、
孝
悌
忠
信
は
、

を
し
へ
ず
し
て
お
の
づ
か
ら
う
む
べ
き
也
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
欲
の
性
格
を

よ
く
表
し
て
い
る
部
分
な
の
で
解
説
し
て
お
く
。

る
の
で
は
な
い
。
最
初
に
理
と
欲
が
わ
け
ら
れ
、
人
に
お
け
る
天
地
の
潭
沌
が

解
消
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
理
と
欲
の
対
立
は
避
け
ら
れ
る
。
理
の
た
め
に

欲
が
不
当
に
制
さ
れ
た
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
欲
が
か
え
っ
て
大
き
く
な
っ
た
り

す
る
こ
と
は
な
く
な
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
欲
が
そ
の
与
え
ら
れ
た
分
野
で

あ
る
内
に
お
い
て
尽
く
さ
れ
成
就
す
る
と
そ
れ
が
外
に
理
が
な
る
誘
因
と
な

る
。
欲
の
成
就
が
先
に
あ
り
、
そ
れ
を
前
提
に
し
て
は
じ
め
て
理
が
全
う
さ
れ

る
。
こ
う
し
て
達
成
さ
れ
た
理
は
、
努
め
て
為
し
た
も
の
で
は
な
く
、
天
地
の

和
順
に
か
な
っ
て
お
の
ず
か
ら
成
っ
た
、
安
定
し
た
理
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。

で
は
神
は
、
ど
こ
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
付
与
さ
れ
て
い

（
２
）

る
の
か
。１

，
生
生
力
と
し
て
の
神

御
杖
は
『
日
本
書
紀
』
の
伊
弊
諾
尊
、
伊
弊
再
尊
の
国
生
み
に
つ
い
て
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

そ
も
ｊ
ｌ
ｌ
国
士
山
川
な
ど
は
、
も
と
よ
り
有
つ
る
な
る
べ
け
れ
ど
．
国

士
に
も
山
川
に
も
神
お
は
し
ま
さ
れ
ば
死
物
な
り
．
死
物
な
れ
ば
あ
る
も

な
き
が
ご
と
く
な
る
物
な
る
が
故
に
．
此
二
神
の
時
は
じ
め
て
な
り
出
ら

ん
や
う
に
か
上
れ
た
る
は
．
す
な
は
ち
．
山
を
ば
お
の
が
有
と
し
た
ま
ふ

神
．
川
を
ば
お
の
が
有
と
し
た
ま
ふ
神
た
ち
を
．
う
み
出
さ
せ
た
ま
へ
る

よ
し
を
い
ふ
也
．
此
御
時
よ
り
よ
る
づ
の
死
物
み
な
神
し
づ
ま
り
ま
し
て
、

今
に
そ
の
御
た
ま
の
ふ
ゆ
を
か
う
ぶ
り
居
る
事
と
は
な
れ
る
な
り
．
さ
れ

ば
い
と
は
か
な
き
物
と
て
も
．
皆
か
く
の
ご
と
く
神
お
は
し
ま
す
物
な
れ

、

神

八
八



ば
．
あ
な
ど
り
か
ろ
し
め
思
ふ
時
は
．
か
な
ら
ず
そ
の
御
と
が
め
あ
る
べ

き
事
也

（
『
真
言
弁
』
全
四
、
七
二
五
頁
）

国
生
み
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
死
物
だ
っ
た
山
川
草
木
に
神
が
鎮
ま
り
、
そ

の
「
御
た
ま
の
ふ
ゆ
」
を
賜
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
神
の
「
御
た
ま
の
ふ
ゆ
」

に
よ
っ
て
活
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
萬
の
も

の
こ
と
人
、
く
神
の
御
す
ゑ
な
ら
ぬ
も
の
な
し
」
（
『
真
言
弁
』
全
四
、
七
二
五

頁
）
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
神
は
す
べ
て
の
も
の
の
内
に
あ
っ
て
、
そ
れ

を
活
か
す
生
生
力
で
あ
る
。

人
も
も
ち
ろ
ん
こ
の
生
生
力
に
よ
っ
て
活
か
さ
れ
て
い
る
。
「
人
の
体
内
の

虚
間
や
か
て
天
地
の
虚
間
同
物
な
る
」
（
「
古
事
記
燈
七
神
三
段
神
世
七
代
』
全

一
、
九
六
頁
）
こ
と
か
ら
、
天
地
の
昇
降
二
気
は
人
の
体
内
に
も
通
っ
て
、
呼

吸
と
な
っ
て
い
る
。

凡
人
の
活
た
る
は
呼
吸
に
身
の
す
か
り
た
る
か
故
な
り
そ
の
呼
吸
は
即

天
地
昇
降
の
二
気
に
て
昇
降
の
二
気
は
天
地
の
活
物
の
本
に
て
昼
夜
う
こ

き
て
万
世
た
え
さ
る
物
な
り
此
故
に
人
身
は
も
と
死
物
な
れ
と
活
て
種
々

の
妙
用
を
な
す
は
皆
天
地
の
活
気
す
か
り
た
れ
は
な
り

（
『
神
典
挙
要
』
全
一
、
八
八
六
頁
）

人
は
、
こ
の
よ
う
に
昇
降
二
気
に
よ
っ
て
活
か
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
昇
降

二
気
こ
そ
神
で
あ
る
。
「
こ
の
二
気
の
う
ち
そ
の
降
る
は
天
神
な
り
昇
る
は
地

祗
な
り
」
（
『
古
事
記
燈
七
神
三
段
神
世
七
代
』
全
一
、
九
六
頁
）
。
神
は
昇
降

二
気
と
し
て
、
天
地
に
お
け
る
と
同
じ
く
、
人
に
も
通
い
人
を
活
か
し
て
い
る
。

人
の
内
に
天
地
と
同
じ
神
が
あ
る
。

こ
の
昇
降
二
気
は
、
決
し
て
無
規
則
に
昇
降
を
繰
り
返
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。

神
道
を
学
は
む
に
は
ま
つ
神
道
の
大
意
を
し
る
へ
し
そ
の
大
意
と
い
ふ

は
お
ほ
よ
そ
神
は
天
地
に
ま
し
ま
す
こ
れ
を
天
神
地
祗
と
申
す
こ
の
天
神

地
祗
次
第
を
乱
さ
す
よ
く
持
あ
ひ
て
昇
降
二
気
を
つ
か
さ
と
り
給
ふ
か
ゆ

ゑ
に
そ
の
昇
降
二
気
の
中
間
に
し
て
萬
物
生
々
し
て
や
む
事
な
き
也
し
か

れ
は
天
神
地
祇
な
に
の
為
に
昼
夜
を
捨
す
昇
降
の
次
第
を
み
た
し
給
は
い

そ
と
い
ふ
に
専
萬
物
生
々
の
た
め
な
り
そ
の
次
第
を
さ
し
て
神
道
と
は
い

ふ
に
て
（
以
下
略
）

（
「
神
典
挙
要
』
全
一
、
八
七
一
頁
）

昇
降
二
気
で
あ
る
神
自
身
が
、
「
次
第
を
乱
さ
す
よ
く
持
あ
ひ
て
」
い
る
。

そ
の
統
括
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
、
二
気
の
中
間
に
万
物
の
無
窮
の
生
生
が
実
現

す
る
。
天
地
に
お
い
て
神
は
昇
降
二
気
と
い
う
生
生
力
で
あ
り
、
そ
の
二
気
の

次
第
を
乱
さ
ぬ
動
き
に
よ
っ
て
万
物
の
無
窮
の
生
生
が
な
る
。

２
，
人
と
対
置
さ
れ
る
神

御
杖
の
神
の
特
色
は
、
神
が
人
と
対
置
さ
れ
て
い
る
点
に
あ
る
。
神
は
「
人

と
同
物
に
し
て
そ
の
用
は
筋
た
が
へ
る
」
（
『
古
事
記
燈
大
旨
』
全
一
、
七
七
頁
）

と
い
わ
れ
る
。
「
そ
の
用
は
筋
た
が
へ
る
」
と
い
う
違
い
は
神
と
人
の
性
質
の

差
異
に
由
来
す
る
。
神
は
ど
の
よ
う
な
性
質
を
も
っ
て
お
り
、
人
と
ど
の
よ
う

な
点
が
異
な
る
の
か
。

そ
も
神
と
は
幽
中
に
あ
り
て
動
か
さ
む
と
す
れ
と
も
う
こ
か
い
も
の
を

い
ふ
し
か
る
に
此
神
う
こ
か
さ
む
と
す
る
に
は
う
こ
か
ね
と
も
心
か
ら
動

八
九



（
『
古
事
記
燈
七
神
三
段
神
世
七
代
』
全
一
、
九
五
頁
）

「
幽
中
に
あ
り
て
」
と
は
「
天
地
間
人
の
耳
目
に
か
上
ら
ぬ
所
を
さ
す
名
な

り
」
（
『
古
事
記
燈
七
神
三
段
神
世
七
代
』
全
一
、
九
五
頁
）
と
解
説
さ
れ
て
い

る
。
神
は
目
に
見
え
ぬ
所
に
あ
る
。
神
は
幽
中
の
も
の
で
あ
り
、
理
や
人
は
「
顕

露
」
（
同
右
）
の
も
の
で
あ
る
。
「
動
か
さ
む
と
す
れ
と
も
う
こ
か
い
」
と
は
、

神
は
「
大
方
人
力
を
も
て
は
自
在
す
へ
か
ら
さ
る
」
（
同
右
）
も
の
で
あ
る
こ

と
を
い
う
。
た
だ
神
道
の
次
第
に
よ
っ
て
動
か
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
、
そ
れ

（
３
）

を
神
と
い
う
。
神
と
人
は
こ
の
よ
う
に
、
性
質
が
異
な
る
。
存
在
の
場
所
は
人

が
顕
、
神
は
幽
で
あ
る
。
人
は
明
ら
か
な
る
理
に
従
う
が
、
神
は
理
に
よ
っ
て

理
解
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
「
顕
を
篠
と
す
れ
ば
人
な
り
、
幽
を
篠

と
せ
ば
神
な
る
」
（
『
古
事
記
燈
大
旨
』
全
一
、
七
七
頁
）
あ
る
い
は
「
た
堂
道

理
を
は
な
れ
た
る
所
の
人
の
わ
ざ
、
す
な
は
ち
神
に
て
は
あ
る
ぞ
か
し
」
（
同

右
、
七
○
頁
）
と
い
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
人
と
神
の
性
質
の
違
い
に
よ
っ
て
、
神
は
幽
、
人
は
顕
と
対
置

さ
れ
た
が
、
他
に
も
次
の
よ
う
な
対
概
念
を
介
し
て
神
と
人
が
対
置
さ
れ
る
。

く
次
序
あ
り
こ
れ
を
神
道
と
は
い
ふ
な
り
こ
れ
い
か
な
る
理
と
も
得
て
と

く
へ
か
ら
さ
る
も
の
な
り
こ
上
に
ま
た
顕
露
の
さ
か
ひ
に
お
き
て
道
理
と

い
ふ
も
の
あ
り
い
は
ゆ
る
人
道
こ
れ
な
り
こ
の
人
道
の
理
は
か
り
尊
き
も

の
は
な
け
れ
は
此
顕
理
を
あ
て
坐
し
た
か
は
し
め
そ
の
道
を
か
へ
さ
せ
む

と
す
る
に
か
つ
て
し
た
か
は
さ
る
も
の
な
れ
は
大
か
た
人
力
を
も
て
は
自

在
す
へ
か
ら
さ
る
こ
れ
神
の
た
ふ
と
き
所
以
神
道
の
や
む
こ
と
を
え
さ
る

た
璽
直
を
な
す
は
人
な
り
、
倒
を
な
す
は
神
な
る
也

所
謂
也

天
地
と
は
人
が
な
ら
う
べ
き
モ
デ
ル
で
あ
り
、
そ
の
天
地
の
性
は
人
に
お
い

て
そ
れ
ぞ
れ
理
、
欲
と
な
る
。
人
は
理
を
、
神
は
欲
を
司
る
。
直
、
外
、
顕
、

理
は
人
の
性
質
を
表
し
、
倒
、
内
、
幽
、
欲
は
神
の
性
質
を
表
す
。
ま
た
理
と

欲
を
中
心
に
考
え
れ
ば
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
も
で
き
る
。
直
倒
、
外
内
、
顕

幽
は
理
欲
を
天
地
に
な
ら
っ
て
わ
け
た
場
合
の
わ
か
れ
方
を
示
す
。
理
と
欲
は

わ
か
れ
て
理
は
外
に
、
欲
は
内
に
配
置
さ
れ
る
。
理
は
顕
と
し
て
外
に
現
れ
、

欲
は
幽
の
中
に
あ
る
。
欲
は
内
、
幽
と
い
う
隠
れ
た
見
え
な
い
場
所
に
あ
り
、

倒
言
と
い
う
隠
さ
れ
た
表
現
手
段
を
と
る
が
、
そ
れ
は
神
が
無
形
で
あ
る
こ
と

に
よ
る
。

こ
れ
ら
に
天
と
地
を
加
え
て
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

地、→天

（
『
古
事
記
燈
大
旨
』
全
一
、
七
七
頁
）

た
堂
外
に
て
い
へ
ば
人
な
り
、
内
に
て
い
へ
ぱ
神
な
る
ば
か
り
な
る

（
同
右
、
四
六
頁
）

人
か
な
ら
ず
理
欲
の
二
つ
あ
り
て
、
そ
の
欲
を
つ
か
さ
ど
る
を
ぱ
神
と

い
ひ
、
理
を
つ
か
さ
ど
る
を
ば
人
と
い
ふ

（
同
右
、
六
七
頁
）

な
に
事
に
も
あ
れ
言
を
用
ふ
れ
は
や
か
て
そ
の
か
た
ち
あ
ら
は
な
る
か

欲ぐ→理

神一人

倒ぐ→直

内＜→外

幽＜→顕

九
○



故
に
神
は
も
と
無
形
に
ま
し
ま
す
に
た
か
ひ
て
人
力
と
な
る
也
不
言
に
し

て
事
を
な
す
時
は
や
か
て
神
に
ひ
と
し（

『
神
典
挙
要
』
全
一
、
八
七
五
頁
）

形
を
あ
ら
わ
に
す
る
、
た
と
え
ば
直
言
し
た
り
、
明
ら
か
に
行
為
で
示
し
た

り
す
る
こ
と
は
、
無
形
で
あ
る
神
に
た
が
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
無
形
の
神

に
な
ら
っ
て
、
思
う
と
こ
ろ
を
隠
し
て
言
わ
な
い
時
、
あ
る
い
は
思
う
と
こ
ろ

を
内
に
隠
し
て
外
に
は
出
さ
な
い
時
は
「
神
に
ひ
と
し
」
。
つ
ま
り
神
と
同
様

の
は
た
ら
き
が
得
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
倒
、
内
、
幽
と

は
、
欲
の
表
現
手
段
や
居
場
所
を
示
す
の
み
な
ら
ず
、
神
の
は
た
ら
き
が
得
ら

れ
る
状
態
を
も
示
す
。
一
方
直
、
外
、
顕
と
は
人
の
は
た
ら
き
が
あ
ら
わ
れ
る

場
で
あ
る
。
直
言
を
避
け
、
倒
語
す
る
こ
と
、
内
に
隠
し
て
外
に
出
さ
な
い
こ

と
、
顕
路
に
よ
ら
ず
幽
路
に
よ
る
こ
と
、
こ
れ
ら
は
み
な
人
の
力
に
よ
ら
ず
、

神
道
の
力
に
よ
る
こ
と
で
あ
る
。
神
道
の
回
路
に
入
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
様
々
な
対
概
念
を
介
し
て
、
人
と
対
置
さ
れ
た
神
は
、
生
生

力
と
い
う
実
体
を
失
い
、
概
念
と
化
し
て
い
る
。
’
で
み
た
神
は
、
生
生
力
と

し
て
の
実
体
を
持
ち
、
次
の
３
で
述
べ
る
神
道
に
お
い
て
も
、
四
で
言
及
さ
れ

る
勧
請
に
お
い
て
も
、
神
の
力
が
実
際
に
発
揮
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
だ

け
で
な
く
、
実
体
を
失
っ
て
概
念
化
し
た
面
が
あ
る
こ
と
が
、
御
杖
の
神
の
特

色
で
あ
る
。

３
，
神
道

神
道
の
力
に
よ
る
と
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
可
能
に
な
る
か
。

お
ほ
か
た
人
力
と
い
へ
ど
も
、
つ
と
む
れ
ば
い
と
し
た
Ｌ
か
な
る
事
も

せ
ら
る
上
物
に
は
あ
れ
ど
、
そ
の
事
た
と
ひ
な
り
て
も
か
な
ら
ず
久
し
か

ら
ざ
る
事
、
こ
れ
神
道
を
後
に
す
る
が
故
な
り
、
神
道
に
乗
り
て
な
す
時

は
、
た
と
へ
ぱ
、
わ
れ
十
人
の
ち
か
ら
あ
ら
ば
、
千
人
が
力
な
る
事
必
成

り
ぬ
く
し
一
己
の
力
は
た
と
ひ
天
下
に
を
よ
ぶ
と
も
、
か
ぎ
り
あ
り
て
萬

世
の
す
ゑ
ま
で
に
を
よ
ぶ
べ
か
ら
ず
、
神
の
道
に
乗
り
、
神
力
を
か
り
て

ゆ
く
ち
か
ら
は
、
そ
の
及
ぶ
所
、
無
邊
な
る
べ
き
也
、
さ
れ
ば
此
乗
と
い

ふ
心
は
、
た
と
へ
ぱ
舟
車
に
も
の
を
つ
み
て
は
こ
ぶ
時
は
、
お
の
が
力
を

い
く
ら
あ
は
せ
て
も
あ
た
は
ざ
る
斤
量
の
や
す
く
は
こ
ぱ
る
上
が
ご
と

し
、

（
『
古
事
記
燈
大
旨
』
全
一
、
七
二
頁
、
七
三
頁
）

人
が
努
め
、
苦
労
し
て
な
し
得
た
こ
と
は
、
長
く
続
か
な
い
。
し
か
し
神
道

に
よ
れ
ば
、
人
が
な
し
得
な
い
よ
う
な
難
事
が
、
確
実
に
し
か
も
恒
久
的
に
成

る
。

神
道
の
力
に
よ
れ
ば
何
事
も
成
る
と
い
う
の
な
ら
ば
、
天
、
理
、
人
は
無
意

味
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
。

か
く
神
道
は
人
道
と
す
ち
を
こ
と
に
す
る
も
の
な
る
か
故
に
人
道
重
し

と
い
へ
と
も
神
道
に
し
た
か
は
さ
れ
は
人
道
も
た
ち
か
た
き
也
こ
上
を
も

て
神
道
に
し
た
か
ふ
こ
と
を
主
と
し
た
ま
へ
る
は
即
人
道
の
お
も
き
か
ゆ

ゑ
な
り
と
し
る
へ
し
神
道
に
た
に
し
た
か
は
上
こ
れ
を
孝
こ
れ
を
忠
と
承

つ
か
ら
も
し
ら
す
し
て
お
の
つ
か
ら
忠
行
全
か
る
へ
け
れ
は
わ
か
御
教
忠

孝
等
の
を
し
へ
な
き
也
、

（
『
神
典
言
霊
』
全
一
、
三
七
三
頁
、
三
七
四
頁
）

神
道
と
人
道
は
「
す
ち
を
こ
と
に
」
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
意
味
と

性
格
を
も
つ
。
人
道
は
重
要
で
あ
る
が
、
し
か
し
神
道
に
よ
ら
な
け
れ
ば
実
現

九
一



た
と
へ
は
人
の
も
た
る
物
を
し
ひ
て
乞
は
上
多
欲
と
お
と
し
め
ひ
そ
か

に
取
ら
は
楡
盗
と
に
く
む
へ
き
に
も
し
そ
の
入
そ
の
心
か
ら
我
に
得
し
め

む
に
我
を
多
欲
と
も
倫
盗
と
も
お
と
し
め
も
に
く
み
も
す
ま
し
き
か
如
く

た
上
人
こ
入
る
か
ら
あ
た
へ
来
ら
む
を
得
て
な
り
な
む
を
諸
欲
の
先
途
と

お
も
ひ
定
め
な
は
わ
か
力
し
て
成
さ
む
と
す
る
心
も
な
く
な
り
ぬ
へ
け
れ

は
外
行
の
け
が
る
Ｌ
こ
と
も
あ
る
ま
し
く
自
力
を
た
の
む
念
た
に
絶
は
て

な
は
た
と
ひ
い
か
な
る
所
欲
あ
り
と
て
色
に
も
な
に
か
は
あ
ら
は
れ
ん

（
『
古
事
記
燈
神
典
』
全
一
、
五
三
七
頁
）

た
と
え
ば
、
他
者
が
持
っ
て
い
る
も
の
を
欲
し
い
と
言
え
ば
、
欲
が
深
い
と

非
難
さ
れ
、
密
か
に
盗
め
ば
盗
人
と
し
て
答
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
も
し
他
者

は
じ
め
に
欲
を
成
就
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
理
も
全
う
さ
れ
る
と
い
う
神
道

に
よ
る
方
法
の
具
体
例
を
『
古
事
記
燈
神
典
』
、
「
神
典
言
霊
』
「
古
事
記
燈
七

神
三
段
神
世
七
代
』
に
み
る
。

欲
を
成
就
さ
せ
る
こ
と
が
先
で
あ
る
が
、
欲
は
自
力
で
は
成
ら
な
い
。
自
力

に
よ
ら
ず
む
し
ろ
他
者
の
力
に
よ
っ
て
、
我
が
欲
を
達
成
す
る
の
が
神
道
の
方

法
で
あ
る
と
御
杖
は
考
え
る
。

で
き
な
い
。
人
道
が
重
要
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
是
が
非
で
も
神
道
の
力
に
よ
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
御
杖
は
考
え
る
。
地
、
欲
、
神
と
は
、
天
、
理
、
人
の

実
現
の
た
め
の
手
段
で
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
決
し
て
地
、
欲
、
神
を
卑

下
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
力
を
評
価
し
、
そ
の
力
に
よ
っ
て
こ

そ
、
人
道
は
は
じ
め
て
安
定
し
た
形
で
実
現
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

四
、
欲
と
理
が
と
も
に
成
就
さ
れ
る
過
程

大
か
た
人
の
わ
か
た
め
に
力
を
か
さ
輿
る
は
人
ま
た
我
と
等
し
き
欲
念

あ
り
て
み
つ
か
ら
成
さ
む
と
す
れ
は
妖
来
り
な
さ
じ
と
す
れ
は
お
も
ひ
や

承
か
た
き
事
あ
る
か
故
に
そ
れ
を
患
ふ
る
に
い
と
ま
な
さ
に
そ
の
力
を
も

得
か
さ
ぬ
也
け
り
こ
れ
に
よ
り
て
人
の
ち
か
ら
を
わ
か
所
欲
の
た
め
に
か

ら
む
と
に
は
ま
づ
そ
の
人
の
う
れ
ふ
る
筋
に
わ
が
力
を
か
す
へ
し
し
か
る

時
は
入
そ
の
う
れ
ひ
に
い
と
ま
い
で
来
る
よ
り
お
の
つ
か
ら
わ
か
所
欲
の

た
め
に
そ
の
力
を
か
し
来
ら
む
事
必
然
の
い
き
ほ
ひ
な
る
な
り

（
『
古
事
記
燈
神
典
』
全
一
、
五
四
○
頁
）

他
者
が
我
の
欲
を
す
す
ん
で
達
成
さ
せ
よ
う
と
思
わ
な
い
の
は
、
他
者
自
身

欲
を
も
ち
、
そ
れ
を
達
成
し
た
い
が
自
力
で
達
成
し
よ
う
と
す
る
と
、
非
難
さ

れ
た
り
軽
蔑
さ
れ
た
り
し
て
よ
い
結
果
に
は
な
ら
な
い
、
か
と
い
っ
て
欲
を
あ

き
ら
め
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
い
う
理
と
欲
の
板
ぱ
さ
承
の
状
態
に
あ
っ
て
余

が
自
分
か
ら
そ
れ
を
我
に
与
え
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
誰
も
我
を
非
難
し
た
り
、

各
め
た
り
は
し
な
い
。
欲
は
こ
の
よ
う
に
自
力
で
成
る
も
の
で
は
な
く
、
他
者

の
力
に
よ
っ
て
、
他
者
が
我
の
欲
を
満
足
さ
せ
よ
う
と
思
う
と
こ
ろ
か
ら
成
る

も
の
で
あ
る
。
他
者
に
我
の
欲
を
満
足
さ
せ
よ
う
と
い
う
気
持
ち
を
起
こ
さ
せ

る
こ
と
に
努
め
、
自
力
で
欲
を
成
そ
う
と
す
る
こ
と
を
断
念
す
れ
ば
、
欲
は
外

に
あ
ら
わ
れ
ず
、
内
は
欲
、
外
は
理
と
い
う
わ
け
ら
れ
た
分
野
を
守
る
こ
と
に

な
り
、
結
局
神
道
に
よ
る
こ
と
に
な
る
。
み
ず
か
ら
の
欲
を
自
力
で
達
成
し
よ

う
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
他
者
の
力
に
よ
っ
て
、
我
の
欲
を
成
就
さ
せ
る
こ
と
、

こ
れ
が
欲
を
達
成
す
る
正
し
い
方
法
で
あ
る
。

で
は
、
他
者
が
我
の
欲
を
満
足
さ
せ
て
く
れ
る
よ
う
に
し
む
け
る
た
め
に
は

ど
の
よ
う
に
し
た
ら
よ
い
の
か
。
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裕
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
他
者
の
心
を
こ
ち
ら
に
向
け
る
た
め
に
は
、
ま
ず
他

者
を
理
と
欲
の
板
ば
さ
み
の
状
態
か
ら
解
放
し
て
や
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

具
体
的
に
言
え
ば
、
他
者
の
欲
を
成
就
さ
せ
て
や
る
こ
と
で
あ
る
。
我
の
欲
を

成
就
さ
せ
る
た
め
に
ま
ず
他
者
の
欲
を
成
就
さ
せ
る
の
だ
が
、
単
純
に
我
儘
を

受
入
れ
、
欲
を
満
足
さ
せ
て
も
、
他
者
が
心
配
す
る
と
お
り
、
世
間
か
ら
制
止

さ
れ
た
り
、
非
難
さ
れ
た
り
す
る
だ
け
で
あ
る
。
か
と
い
っ
て
そ
の
欲
を
捨
て

さ
せ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
の
状
態
こ
そ
神
道
の
力
が
発
揮
さ
れ
る
場
で

あ
る
。
「
か
れ
他
よ
り
か
た
く
制
止
せ
ら
れ
て
そ
の
制
止
や
ふ
る
へ
か
ら
す
し

か
も
そ
の
所
欲
す
つ
へ
か
ら
い
内
外
お
し
あ
ひ
の
中
間
を
握
ら
ん
事
神
事
の
初

門
た
る
へ
き
そ
か
し
」
（
『
古
事
記
燈
七
神
三
段
神
世
七
代
』
全
一
、
一
二
二
頁
）

「
内
外
お
し
あ
ひ
の
中
間
を
握
」
る
と
は
「
そ
の
人
の
所
欲
に
ひ
と
へ
に
荷
脂

す
れ
は
そ
れ
を
制
止
す
る
人
の
心
を
う
し
な
ひ
そ
れ
を
制
止
す
る
人
の
心
に
も

は
ら
荷
脂
す
れ
は
そ
の
人
の
心
を
う
し
な
ふ
こ
れ
を
ふ
た
つ
な
か
ら
う
し
な
は

さ
る
を
い
ふ
」
（
同
右
、
一
二
四
頁
）
と
あ
っ
て
、
他
者
の
欲
が
あ
か
ら
さ
ま

に
成
就
さ
れ
る
こ
と
を
制
止
す
る
世
間
の
人
の
心
、
つ
ま
り
理
と
、
他
者
の
欲

が
共
に
成
る
よ
う
に
は
か
ら
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
そ
の
名
の
と
お

り
「
お
し
あ
ひ
の
中
間
を
掌
握
す
る
」
（
同
右
、
一
二
二
頁
）
天
之
御
中
主
神

が
勧
請
さ
れ
る
。

こ
の
神
（
天
之
御
中
主
神
、
筆
者
注
）
た
に
よ
く
胸
中
に
勧
請
し
た
て

ま
つ
り
て
か
れ
か
う
れ
ふ
る
所
の
世
の
制
止
を
た
に
な
こ
め
な
は
（
細
注

略
）
神
事
は
こ
れ
に
て
た
り
ぬ
へ
き
な
り
、

（
『
古
事
記
燈
七
神
三
段
神
世
七
代
』
全
一
、
一
二
六
頁
）

世
間
の
制
止
も
否
定
せ
ず
、
ま
た
他
者
の
欲
を
も
成
就
さ
せ
る
た
め
に
天
之

御
中
主
神
が
勧
請
さ
れ
る
。
天
之
御
中
主
神
の
力
に
よ
っ
て
世
間
の
制
止
を
な

だ
め
る
と
は
、
具
体
的
に
い
え
ば
、
欲
を
理
で
覆
い
、
外
で
は
理
が
成
る
よ
う

に
し
な
が
ら
、
内
で
は
欲
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
試
み
が
成
功
す

る
た
め
に
は
次
の
二
つ
の
条
件
が
必
要
で
あ
る
。
第
一
に
、
理
は
外
、
欲
は
内

と
い
う
わ
け
ら
れ
た
場
を
守
る
事
で
あ
る
。
欲
の
配
置
さ
れ
た
場
は
内
で
あ
り
、

幽
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
決
し
て
他
者
の
欲
を
あ
ら
わ
に
す
る
よ
う

な
方
法
を
と
っ
て
は
な
ら
な
い
。
欲
は
内
に
秘
め
ら
れ
幽
路
に
よ
っ
て
交
通
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
外
は
理
で
あ
る
こ
と
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
卑
念
を
混
じ
え
て
は
な
ら
な
い
。
内
外
に
分
野
を
わ
け
る
形
で
、
外
は
純

善
た
る
理
を
守
り
、
内
で
は
欲
を
尽
く
す
と
い
う
形
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
に
、
欲
は
極
み
に
達
す
れ
ば
夜
が
昼
に
な
る
よ
う
に
尽
き
る
が
、
行
き
着

く
と
こ
ろ
ま
で
い
か
な
け
れ
ば
や
ま
な
い
と
い
う
不
動
の
性
質
を
も
っ
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
他
者
の
欲
を
許
す
場
合
も
、
倒
言
や
幽
路
に
よ
っ
て
、
そ
の

欲
が
極
ま
る
ま
で
許
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
。
そ
れ
を
前
提
と
し
て
初
め
て
理

も
成
る
か
ら
で
あ
る
。
以
上
の
二
点
を
守
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。

し
か
し
、
物
事
の
真
中
に
立
つ
天
之
御
中
主
神
を
勧
請
し
、
そ
の
は
た
ら
き
に

よ
っ
て
、
あ
く
ま
で
も
理
と
欲
の
両
立
を
は
か
る
。
そ
れ
が
、
神
道
に
よ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
条
件
を
満
た
し
て
、
成
功
し
た
例
を
『
神
典
言
霊
』
（
全
一
）
の
四
三

○
頁
か
ら
四
五
○
頁
に
み
る
。
彼
（
他
者
）
に
は
欲
が
あ
る
が
世
間
の
非
難
を

避
け
る
た
め
に
、
そ
れ
を
理
で
覆
っ
て
隠
し
て
い
る
。
我
は
そ
の
欲
を
見
透
か

し
て
、
世
間
が
納
得
す
る
理
屈
を
つ
け
て
、
そ
の
欲
を
許
し
て
や
る
。
そ
う
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
が
我
に
恩
義
を
感
じ
我
の
欲
を
成
就
さ
せ
て
く
れ
る
こ

と
を
待
つ
。
我
は
我
の
欲
を
隠
し
、
ま
ず
彼
の
欲
を
理
の
名
に
お
い
て
許
す
。
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人
の
欲
情
適
し
た
ら
ん
に
は
今
ま
て
お
の
か
う
へ
を
の
ゑ
お
も
へ
り
し

心
一
変
し
わ
か
う
へ
を
お
も
う
心
か
な
ら
す
人
に
生
す
へ
き
を
う
た
か
ふ

事
な
か
れ

（
『
神
典
言
霊
』
全
一
、
四
四
三
頁
）

彼
の
欲
を
尽
く
さ
せ
た
結
果
、
彼
は
自
然
に
我
の
こ
と
を
考
え
る
よ
う
に
な

る
。
こ
れ
が
、
欲
を
尽
く
し
た
結
果
、
彼
の
心
に
自
然
に
生
じ
た
理
で
あ
る
。

彼
は
我
を
思
い
、
我
の
欲
を
察
し
て
、
我
が
彼
に
為
し
た
よ
う
に
、
理
で
覆
い

な
が
ら
我
の
欲
を
許
し
て
く
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
て
彼
に
お
い
て
内
の

欲
は
成
就
し
、
外
に
理
が
成
り
、
我
に
お
い
て
も
理
と
欲
の
両
方
が
成
就
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
内
は
欲
、
外
は
理
と
わ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
欲
の

成
就
を
先
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
理
と
欲
の
両
方
が
成
就
す
る
と
御
杖
は
い

う
。
し
か
し
こ
う
し
た
曲
芸
の
よ
う
な
方
法
が
成
功
す
る
保
証
は
ど
こ
に
あ
る

の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
保
証
は
、
欲
と
理
を
わ
け
、
欲
を
先
に
成
就
さ
せ
る
と
い

う
方
法
が
天
地
が
示
す
和
順
の
形
に
合
致
し
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
る
。

彼
は
彼
で
欲
を
隠
し
、
欲
を
理
で
覆
い
な
が
ら
、
次
々
に
欲
を
許
せ
と
迫
っ
て

く
る
。
こ
う
し
て
表
面
に
は
彼
と
我
の
理
の
や
り
と
り
し
か
見
え
な
い
が
、
水

面
下
で
は
、
欲
の
駆
け
引
き
が
幽
路
を
通
し
て
な
さ
れ
て
い
る
。
我
は
彼
の
欲

が
尽
き
る
ま
で
気
前
よ
く
許
す
。
こ
う
し
て
彼
の
欲
が
尽
く
さ
れ
、
そ
し
て
彼

に
理
が
生
ず
る
の
を
待
つ
。
彼
の
欲
を
許
し
に
許
し
て
い
る
う
ち
に
、
み
ず
か

ら
の
欲
の
成
就
ば
か
り
を
思
っ
て
い
た
彼
の
心
が
一
変
す
る
時
が
く
る
。

理
を
衣
と
し
欲
を
主
と
す
へ
き
わ
か
御
教
実
事
に
よ
り
て
や
む
こ
と
を

得
さ
る
の
象
に
よ
り
て
の
私
言
に
あ
ら
す
悉
く
天
地
に
あ
は
せ
た
る
も
の

さ
れ
は
理
欲
を
幽
顕
に
配
し
そ
の
幽
顕
を
正
側
と
た
つ
る
事
わ
か
御
教

の
要
訣
に
し
て
こ
の
心
法
明
ら
か
な
れ
は
天
地
の
神
祇
そ
の
御
心
と
ひ
と

つ
と
な
る
か
ゆ
ゑ
に
繁
昌
長
久
も
い
か
て
か
天
地
と
と
も
に
あ
ら
さ
る
へ

き

（
『
神
典
言
霊
』
全
一
、
三
七
七
頁
、
三
七
八
頁
）

「
正
側
と
た
つ
る
」
と
は
幽
を
主
と
し
顕
を
副
と
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

「
理
欲
を
幽
顕
に
配
し
そ
の
幽
顕
を
正
側
と
た
つ
る
」
と
は
欲
を
幽
、
理
を
顕

と
わ
け
、
欲
を
主
と
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

天
地
の
神
祗
の
御
心
に
合
致
し
、
天
地
が
無
窮
の
生
々
を
続
け
る
よ
う
に
人
の

繁
昌
長
久
も
保
証
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
た
。

以
上
考
察
し
た
過
程
は
、
我
の
欲
を
理
と
と
も
に
達
成
す
る
た
め
に
他
者
を

利
用
す
る
非
常
に
利
己
的
な
方
法
の
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し

そ
う
で
は
な
い
。
我
が
、
彼
の
欲
を
尽
く
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
み
ず
か
ら
の
欲

を
達
成
す
る
と
い
う
行
為
は
、
決
し
て
利
己
的
な
行
為
で
は
な
く
、
ど
れ
だ
け

神
の
妙
用
を
信
じ
、
ど
れ
だ
け
人
力
を
捨
て
て
神
道
の
力
に
よ
る
こ
と
が
で
き

る
か
と
い
う
信
仰
の
試
承
な
の
で
あ
る
。
天
地
が
示
す
神
道
の
方
法
に
合
致
す

る
方
法
を
と
れ
ば
神
道
の
妙
用
が
あ
る
こ
と
を
信
じ
、
本
来
な
ら
ば
人
が
為
し

え
な
い
理
と
欲
の
両
立
を
は
か
る
と
い
う
試
象
を
、
神
の
は
た
ら
き
に
依
っ
て

な
り

（
『
神
典
言
霊
」
全
一
、
三
七
七
頁
）

欲
を
主
導
と
し
、
そ
れ
を
理
で
覆
っ
て
先
に
成
就
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
理

が
成
就
す
る
よ
う
に
す
る
こ
と
は
「
私
言
」
で
は
な
い
。
天
地
が
示
す
和
順
の

形
に
合
致
す
る
客
観
的
な
方
法
で
あ
る
と
御
杖
は
考
え
る
。

九
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為
す
時
、
そ
の
信
仰
に
報
い
る
よ
う
に
、
彼
の
心
に
我
を
思
う
心
が
生
じ
る
。

理
と
欲
を
わ
け
、
欲
を
主
導
と
し
て
い
る
時
、
た
し
か
に
神
は
は
た
ら
き
、
奇

跡
的
に
理
と
欲
の
両
立
が
成
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
理
と
欲
の
両
立
の
た
め
に
我
と
彼
の
間
で
は
た
ら
く

神
は
、
す
で
に
天
地
に
お
い
て
生
生
を
実
現
す
る
神
と
そ
の
実
態
を
異
に
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
神
は
、
天
と
地
の
間
で
生
生
を
な
す
ご
と
く
、
人
に
お

い
て
も
、
理
と
欲
の
間
に
立
っ
て
い
る
。
ま
た
、
確
か
に
天
之
御
中
主
神
を
勧

請
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
心
に
我
を
思
う
心
が
「
生
す
」
と
あ
り
、
神
の

は
た
ら
き
が
何
か
を
生
む
こ
と
で
あ
る
点
に
お
い
て
一
貫
し
て
い
る
。
し
か
し

こ
の
場
合
、
彼
の
心
に
お
い
て
生
じ
た
理
は
、
実
質
的
に
は
生
生
の
結
果
と
い

う
よ
り
も
、
我
と
彼
の
間
の
理
と
欲
の
調
整
の
結
果
で
あ
る
。
つ
ま
り
神
は
理

と
欲
の
調
整
に
力
を
貸
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
御
杖
の
神
は
、
こ
の
よ
う

に
理
と
欲
の
両
立
の
た
め
の
理
論
の
中
で
は
た
ら
く
機
構
の
一
つ
と
化
し
て
い

ヲ
（
》
○

御
杖
は
理
と
欲
が
、
天
地
の
性
、
つ
ま
り
渭
陽
と
重
濁
と
い
う
性
を
享
け
て

い
る
と
考
え
て
い
た
。
理
と
欲
の
も
と
で
あ
る
天
地
は
、
相
反
す
る
性
質
を
持

ち
な
が
ら
も
決
し
て
対
立
せ
ず
、
天
か
ら
の
降
気
と
地
か
ら
の
昇
気
は
和
順
し

て
い
る
。
だ
か
ら
、
人
の
理
と
欲
の
両
立
も
、
天
地
の
昇
降
二
気
の
和
順
の
形

に
従
う
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
天
地
に
お
い
て
は
、
昇

降
二
気
が
次
第
を
乱
さ
ず
和
順
す
る
と
こ
ろ
に
万
物
の
無
窮
の
生
生
が
実
現
さ

れ
て
い
た
。
昇
降
二
気
と
は
神
で
あ
っ
た
。
生
生
力
で
あ
る
神
が
秩
序
正
し
く

昇
降
二
気
と
し
て
動
く
と
こ
ろ
に
生
生
が
実
現
さ
れ
て
い
た
。
天
地
は
上
下
に

五
、
ま
と
め

わ
か
れ
、
昇
気
か
ら
は
じ
ま
っ
て
生
生
が
実
現
さ
れ
て
い
る
。
人
も
こ
れ
に
な

ら
っ
て
、
理
と
欲
を
わ
け
、
欲
を
ま
ず
成
就
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
然
に
理

も
成
就
さ
れ
る
と
い
う
方
法
を
と
る
べ
き
で
あ
る
と
御
杖
は
考
え
る
。
そ
れ
が

天
地
の
示
す
和
順
の
形
に
そ
う
こ
と
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
神
道
に
依
る
こ
と
で

あ
っ
た
。
一
般
的
に
は
不
可
能
と
考
え
ら
れ
る
理
と
欲
の
両
立
も
、
こ
の
方
法

に
よ
れ
ば
成
就
す
る
と
考
え
ら
れ
た
。

御
杖
の
神
の
特
色
は
、
三
の
２
で
み
た
よ
う
に
、
生
生
力
と
し
て
の
実
体
を

失
い
概
念
化
さ
れ
て
い
る
面
が
あ
る
こ
と
と
、
四
で
み
た
よ
う
に
、
そ
の
は
た

ら
き
が
、
我
と
彼
の
理
欲
の
調
整
の
場
に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
に
あ
る
。

御
杖
に
と
っ
て
、
天
地
と
は
生
生
が
実
現
さ
れ
る
場
で
あ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ

人
に
理
と
欲
の
調
整
の
方
法
を
示
す
モ
デ
ル
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
天
地

に
お
い
て
昇
降
二
気
と
し
て
秩
序
正
し
く
生
生
を
繰
り
返
す
神
も
単
純
に
生
生

力
だ
け
で
は
あ
り
え
ず
、
三
の
２
で
み
た
よ
う
に
概
念
化
さ
れ
て
理
と
欲
の
両

立
の
た
め
の
理
論
構
築
の
要
と
さ
れ
、
我
と
彼
の
理
欲
の
調
整
と
い
う
お
よ
そ

神
に
ふ
さ
わ
し
か
ら
ぬ
は
た
ら
き
を
な
す
。
御
杖
は
神
を
天
地
や
理
欲
等
の
概

念
と
と
も
に
再
構
成
し
、
人
の
理
欲
の
調
整
の
た
め
に
は
た
ら
く
機
構
の
一
つ

と
し
た
。
御
杖
の
神
は
、
そ
の
実
質
的
な
は
た
ら
き
の
場
を
我
と
彼
の
関
係
の

中
に
移
し
、
我
と
彼
の
内
面
に
お
い
て
ひ
そ
や
か
に
そ
の
神
さ
び
を
な
し
て
い

プ
（
》
○

《
註
》

引
用
は
全
て
『
新
編
富
士
谷
御
杖
全
集
』
（
思
文
閣
出
版
、
昭
和
五
一
年

～
平
成
五
年
）
に
よ
っ
た
。
巻
数
は
た
と
え
ば
全
集
一
巻
の
場
合
、
全
一
と
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（
１
）
「
古
事
記
燈
神
典
』
（
全
一
、
五
三
二
頁
）
に
「
天
地
化
成
し
て
心
身
と

な
り
心
身
よ
り
理
欲
の
二
念
生
し
」
と
あ
り
、
心
に
属
す
る
念
と
は
理
で

あ
り
、
身
に
属
す
る
念
と
は
欲
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（
２
）
御
杖
の
神
観
念
に
つ
い
て
は
、
志
田
延
義
「
富
士
谷
御
杖
の
学
的
基
盤
」

（
『
国
民
精
神
文
化
』
第
三
巻
第
一
号
、
国
民
精
神
文
化
研
究
所
、
昭
和

十
二
年
）
の
十
三
頁
、
安
藤
直
彦
「
富
士
谷
御
杖
の
根
本
理
念
「
真
」
に

つ
い
て
」
（
『
神
道
宗
教
』
第
七
五
～
七
七
号
、
神
道
宗
教
学
会
、
昭
和
五

十
年
）
の
四
一
九
頁
に
考
察
が
あ
る
。
志
田
氏
は
、
御
杖
の
神
観
念
に
は

吉
田
神
道
の
影
響
が
あ
る
と
論
じ
、
安
藤
氏
も
、
御
杖
が
人
と
天
地
を
同

物
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
。

（
３
）
こ
の
よ
う
に
神
は
幽
中
に
あ
り
、
人
力
で
は
如
何
と
も
し
が
た
い
不
動

の
性
質
を
持
つ
。
ま
た
欲
も
「
深
く
胸
臆
に
こ
め
て
み
そ
か
に
行
ひ
て
他

の
見
聞
を
趾
る
」
（
『
古
事
記
燈
七
神
三
段
神
世
七
代
』
全
一
、
九
七
頁
）

点
に
お
い
て
幽
中
に
あ
り
、
「
思
ひ
す
つ
る
事
あ
た
は
ず
し
て
な
ほ
そ
の

所
欲
の
達
せ
ま
ほ
し
き
心
は
う
ち
も
み
じ
ろ
か
い
」
（
同
右
）
と
い
う
不

動
の
性
質
を
持
つ
。
つ
ま
り
神
と
欲
は
同
じ
性
質
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の

意
味
に
お
い
て
神
は
欲
で
あ
る
。

（
お
茶
の
水
女
子
大
学
聴
講
生
）

記
し
た
。
引
用
に
際
し
て
適
宜
表
記
を
改
め
た
。
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