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日
本
の
神
道
に
、
最
重
大
な
意
味
を
も
つ
て
ゐ
る
呪
法
の
鎮
魂
法
が
芸
能
化
し
た
第
一
歩
が
神
楽
だ
と
思

ひ
ま
す
か
ら
、
ど
う
し
て
も
、
日
本
の
芸
能
史
に
於
て
は
此
を
第
一
に
挙
げ
る
べ
き
で
せ
う
。
そ
の
点
で

あ﹅
ん﹅
た﹅
が
此
の
問
題
に
第
一
指
を
触
れ
ら
れ
た
の
は
見
識
が
あ
つ
た
と
思
ひ
ま
す
。

あ﹅
ん﹅
た﹅
自
身
も
さ
う
で
せ
う
、
一
緒
に
や
つ
て
来
た
私
も
つ
く
／
″
＼
感
ず
る
こ
と
で
す
が
、
す
べ
て
の

芸
能
に
対
し
て
も
さ
う
だ
つ
た
や
う
に
、
殊
に
神
楽
で
は
、
我
々
の
考
へ
が
幾
度
変
つ
た
か
訣
り
ま
せ
ん
。

其
中
で
も
神
楽
の
起
源
に
つ
い
て
は
、
実
に
豹
変
に
豹
変
を
重
ね
て
来
た
わ
け
で
、
何
処
ま
で
自
分
の
前

説
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
考
へ
る
位
で
す
。
さ
う
し
て
此
頃
や
つ
と
暫
定
式
な
結
論
だ
け

は
得
た
と
思
ひ
ま
す
が
、
併
し
、
さ
う
し
て
み
る
と
、
昔
の
人
の
言
つ
て
を
つ
た
の
と
大
し
て
違
は
な
い

所
に
お
ち
て
来
た
や
う
な
気
が
す
る
の
で
す
。
ど
う
せ
あ﹅
ん﹅
た﹅
の
今
度
の
本
に
も
出
て
来
る
で
せ
う
か
ら
、

あ﹅
ん﹅
た﹅
の
書
い
て
ゐ
る
部
分
を
ま
う
一
度
繰
り
返
す
や
う
な
形
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
一
言
だ
け

付
け
添
へ
る
こ
と
に
致
し
ま
せ
う
。

私
共
が
最
初
、
内
侍
所
の
御
神
楽
だ
け
に
つ
い
て
議
論
し
て
ゐ
た
時
、
あ﹅
ん﹅
た﹅
か
ら
注
意
を
与
へ
ら
れ
て
、

清
暑
堂
の
御
神
楽
の
方
も
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
こ
と
が
訣
つ
た
の
で
す
が
、
今
に
な
つ
て
み
る

と
、
結
局
清
暑
堂
の
御
神
楽
の
方
が
、
内
侍
所
の
御
神
楽
よ
り
は
古
い
も
の
だ
つ
た
。
さ
う
し
て
、
神
楽
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の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
ま
う
一
つ
重
要
な
暗
示
を
含
ん
で
ゐ
る
も
の
だ
、
と
い
ふ
こ
と
が
だ
ん
〳
〵
訣
つ

て
来
ま
し
た
。
平
安
朝
中
期
以
後
の
神
楽
の
形
を
考
へ
る
の
に
、
ま
づ
、
そ
の
う
ち
に
清
暑
堂
の
御
神
楽

の
要
素
を
強
く
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
外
に
、
薗
韓
神
ま
つ
り
の
神
遊
び
、
之
を
加
へ
た
ゞ
け

で
大
体
伝
つ
て
ゐ
る
神
楽
の
形
は
で
き
る
と
思
ひ
ま
す
。
そ
の
外
に
色
々
な
地
方
の
大
社
、
或
は
国
々
の

特
殊
な
神
遊
び
が
宮
廷
に
摂
り
入
れ
ら
れ
て
、
そ
れ
が
合
体
し
た
も
の
だ
、
と
言
へ
ば
、
そ
れ
で
足
り
る

の
だ
と
思
ひ
ま
す
が
、
さ
う
す
れ
ば
清
暑
堂
の
御
神
楽
と
い
ふ
も
の
が
、
ど
う
し
て
起
つ
た
か
と
い
ふ
こ

と
が
問
題
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
恐
ら
く
大
嘗
祭
に
接
続
し
て
、
豊
楽
殿
の
後
房
、
即
、
清
暑
堂
で
行
は

れ
た
御
遊
が
、
大
嘗
祭
の
意
味
に
於
て
毎
年
繰
り
返
さ
れ
る
新
嘗
祭
に
も
行
は
れ
た
と
い
ふ
と
こ
ろ
か
ら
、

毎
年
行
は
れ
る
御
神
楽
と
な
つ
た
こ
と
は
、
ま
づ
間
違
ひ
な
い
こ
と
だ
と
思
ひ
ま
す
。
そ
れ
な
ら
ば
、
御

神
楽
が
何
故
大
嘗
祭
に
行
は
れ
、
十
一
月
に
行
は
れ
な
い
か
、
と
い
ふ
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
簡

単
に
説
明
出
来
る
と
思
ひ
ま
す
。
つ
ま
り
、
同
じ
や
う
な
神
遊
び
を
も
つ
て
ゐ
る
鎮
魂
祭
が
、
新
嘗
祭
に

近
く
行
は
れ
る
か
ら
で
す
。
そ
れ
な
ら
ば
、
鎮
魂
祭
の
時
に
ど
う
い
ふ
も
の
が
行
は
れ
る
か
と
い
ふ
と
、

神
遊
び
、
倭
舞
、
此
の
二
つ
と
い
ふ
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
ま
す
。
そ
の
倭
舞
の
か
は
り
に
薗
韓
神
の
神
遊
び

が
這
入
つ
た
も
の
が
、
と
り
も
な
ほ
さ
ず
御
神
楽
だ
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
同
時
に
宮
廷
が
大
和

に
お
い
で
に
な
つ
た
時
代
と
、
山
城
京
に
お
遷
り
に
な
つ
て
か
ら
と
の
相
違
を
見
せ
て
ゐ
る
訣
な
の
で
す
。
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あ﹅
ん﹅
た﹅
に
は
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
こ
と
で
す
が
、
こ
の
本
を
読
ま
れ
る
人
た
ち
の
為
に
薗
韓
神
を
我
々

の
考
へ
て
ゐ
る
形
で
説
明
し
ま
す
と
、
韓
神
は
山
城
京
の
定
つ
た
そ
の
場
所
の
地
主
神
、
薗
神
は
大
和
時

代
で
言
へ
ば 

御  

県 

ミ
ア
ガ
タ

の
神
、
謂
は
ゞ
宮
廷
の
御
屋
敷
を
と
り
ま
い
て
散
在
し
て
ゐ
る
宮
廷
の
御
料
の
食
物

其
他
を
生
産
す
る
土
地
の
神
で
す
か
ら
、
結
局
、
こ
の
二
神
は
御
県
の
神
と
三
輪
或
は  

大    

和  

オ
ホ
ヤ
マ
ト

の
神
に

あ
た
る
訣
で
す
。
だ
か
ら
御
神
楽
と
い
ふ
も
の
が
、
山
城
京
に
な
つ
て
ま
と
ま
つ
た
も
の
だ
と
い
ふ
こ
と

は
、
そ
の
一
事
で
も
説
明
出
来
ま
す
。
だ
が
、
世
間
の
人
に
は
ま
だ
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い

が
、
我
々
仲
間
で
は
定
説
に
な
ら
う
と
し
て
ゐ
る
神
楽
の
い
ま
一
つ
の
大
き
な
起
源
が
、
そ
の
上
に
加
は

つ
て
ゐ
る
こ
と
は
疑
は
れ
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
そ
れ
が
、
こ
の
本
の
中
に
も
見
え
て
ゐ
る
石
清
水
系
統
の
神

遊
び
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

神
楽
の
宮
廷
で
行
は
れ
た
、
ご
く
自
由
な
様
子
は
よ
く
訣
ら
な
い
の
で
す
が
、
御
遊
抄
を
見
ま
す
と
、
後

一
条
院
の
長
和
五
年
の
条
に
「
他
の
宰
相
等
相
共
に
豊
楽
殿
の
東
廂
よ
り
建
春
門
に
到
り
歌
曲
を
唱
へ
舞

袖
飄
す
」
と
あ
る
の
が
、
他
の
清
暑
堂
の
琴
歌
キ
ン
カ
神
宴
の
記
述
と
違
つ
て
、
神
宴
御
遊
果
て
ゝ
退
出
の
時
の

様
子
を
書
い
た
だ
け
に
過
ぎ
ま
せ
ん
が
、
凡
、
そ
の
時
に
行
は
れ
た
神
楽
の
も
ど
き
或
は
や
つ
し
と
謂
ふ

べ
き
形
が
窺
は
れ
る
の
で
す
か
ら
、
従
来
考
へ
て
を
つ
た
や
う
な
極
め
て
狭
い
範
囲
の
お
庭
の
う
ち
に
か
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し
こ
ま
つ
て
行
つ
て
を
つ
た
だ
け
で
は
な
か
つ
た
や
う
に
察
せ
ら
れ
ま
す
。
さ
う
し
て
、
こ
の
御
遊
抄
か

ら
更
に
察
せ
ら
れ
ま
す
こ
と
は
、
所
謂
管
絃
の
御
遊
に
関
し
て
の
記
述
ば
か
り
で
、
舞
ひ
を
奉
仕
し
た
こ

と
は
、
今
挙
げ
た
例
、
或
は
そ
れ
よ
り
前
の
天
慶
九
年
村
上
天
皇
御
宇
の
記
述
く
ら
ゐ
の
も
の
で
す
。
そ

こ
に
は
「
御
神
楽
御
遊
内
舎
人

ウ
ド
ネ
リ

十
人
、
弾
琴
歌
人
二
人
」
と
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
全
く
舞
ひ
が
加
は
ら

な
か
つ
た
訣
で
は
な
く
、
恐
ら
く
御
遊
と
併
行
し
て
そ
れ
が
行
は
れ
て
ゐ
て
、
謂
は
ゞ
殿
上
と
砌
の
下
の

舞
ひ
と
を
、
同
時
に
行
は
れ
る
別
々
の
こ
と
に
見
て
ゐ
た
や
う
に
思
は
れ
ま
す
。
こ
れ
が
一
つ
に
な
つ
て

所
謂
琴
歌
キ
ン
カ
神
宴
或
は
清
暑
堂
御
遊
と
い
ふ
や
う
な
名
称
を
失
う
て
、
御
神
楽
と
称
せ
ら
れ
、
更
に
そ
れ
を

庭
上
の
神
事
と
い
ふ
風
に
形
を
変
へ
さ
せ
、
時
期
も
く
り
下
げ
て
十
二
月
に
行
ふ
や
う
に
な
つ
た
も
の
と

思
は
れ
ま
す
。
さ
う
し
て
後
に
宮
廷
の
御
神
、
内
侍
所
の
神
い
さ
め
に
奉
る
風
も
生
じ
て
来
た
の
だ
と
思

ひ
ま
す
。
同
じ
宮
廷
に
あ
る
御
神
で
も
神
祇
官
に
い
ら
つ
し
や
る
御
神
の
為
に
は
既
に
鎮
魂
祭
の
神
遊
び

が
あ
る
の
で
す
か
ら
、
こ
れ
が
内
侍
所
に
止
ま
つ
た
理
由
も
察
せ
ら
れ
ま
す
。
さ
す
れ
ば
、
庭
の
神
事
或

は
庭
の
芸
能
に
な
る
道
筋
を
言
ふ
必
要
は
あ
り
ま
せ
う
。

神
々
は
音
楽
が
お
好
き
で
あ
り
、
又
和
や
か
な
噪
音
が
神
慮
に
叶
ふ
も
の
で
あ
り
、
殊
に
末
座
の
神
々
は

さ
う
し
た
欲
望
が
非
常
に
深
い
も
の
と
古
人
は
考
へ
て
ゐ
た
の
で
す
か
ら
、
清
暑
堂
に
御
遊
が
あ
る
節
に

は
、
宮
廷
の
地
主
神
並
び
に
そ
の
周
囲
の
神
々
が
垣
間
見
を
し
、
更
に
も
の
見
高
く
内
庭
に
ま
で
這
入
つ
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て
来
ら
れ
る
様
子
が
考
へ
ら
れ
ま
す
。
其
故
、
そ
の
頃
殊
に
新
し
い
勢
力
を
持
つ
て
都
近
く
ま
で
近
寄
つ

て
来
て
を
ら
れ
た
石
清
水
の
神
が
這
入
つ
て
来
ら
れ
、
大
体
石
清
水
風
に
庭
の
芸
能
を
統
一
せ
ら
れ
た
も

の
と
思
ひ
ま
す
。
勿
論
そ
れ
以
外
に
も
、
諸
国
の
神
々
が
宮
内
或
は
内
庭
に
集
つ
て
来
ら
れ
、
そ
れ
／
″

＼
の
神
遊
び
を
宮
廷
に
寄
与
せ
ら
れ
た
様
子
は
残
つ
て
ゐ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

さ
つ
き
の
話
で
す
が
、
人
長
の
成
立
に
関
す
る
想
像
を
述
べ
て
見
れ
ば
、
大
体
神
楽
の
疑
問
に
な
る
点
が

訣
り
さ
う
で
す
か
ら
述
べ
て
み
ま
せ
う
。

京
都
辺
の
大
社
　
　
賀
茂
・
平
野
・
梅
宮
・
石
清
水
、
こ
れ
等
の
社
の
祭
り
に
は
そ
れ
／
″
＼
山
人
が
参

加
し
て
ゐ
ま
す
。
江
家
次
第
の
平
野
祭
に
拠
る
と
、
山
人
は
左
右
の
衛
士
だ
と
い
ふ
風
に
あ
り
ま
す
。
其

が
而
も
、
こ
の
祭
り
に
は
二
十
人
も
出
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
梅
宮
で
は
僅
か
二
人
で
す
。
ど
の
社
も
山

人
が
榊
を
持
つ
て
来
て
、
こ
れ
を
斎
庭
に
立
て
る
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
る
や
う
で
す
し
、
そ
の
上
こ
れ
が
臨

場
す
る
時
に
、
祭
り
に
関
係
し
た
男
女
が
出
迎
へ
る
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
る
や
う
で
す
。
だ
か
ら
尠
く
と
も
、

最
古
い
祭
り
に
は
真
の
山
人
が
来
た
も
の
と
み
て
を
つ
た
に
違
ひ
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
、
段
々
仮
装
し

た
山
人
に
な
つ
た
訣
で
す
。
さ
う
し
て
こ
の
山
人
は
、
同
時
に
薪
を
立
て
、
庭
燎
を
焚
き
、
倭
舞
を
舞
う

た
こ
と
が
梅
宮
に
関
す
る
江
家
次
第
な
ど
の
記
述
を
中
心
と
し
て
考
へ
る
と
訣
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
山
人
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は
宮
廷
が
大
和
に
お
い
で
に
な
つ
た
と
き
か
ら
の
も
の
だ
と
い
ふ
こ
と
が
推
察
出
来
る
し
、
旁
か
た
が
たこ
の
本
に

も
出
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
「
穴
師
の
山
の
山
人
と
」
の
歌
な
ど
が
傍
証
を
示
し
て
ゐ
ま
す
。
こ
れ
で
神
楽
に

お
け
る
庭
燎
の
意
味
も
相
当
に
訣
る
し
、
同
時
に
、
人
長
そ
の
他
の
成
立
も
知
れ
る
と
い
ふ
も
の
で
す
。

楽
家
録
に
拠
り
ま
す
と
、
人
長
が
手
に
持
つ
榊
は
、
御
神
楽
の
日
に
、
吉
田
山
・
賀
茂
山
な
ど
か
ら
衛
士

が
伐
り
出
し
た
の
を
、
内
侍
所
の
女
官
に
渡
し
て
置
き
、
刻
限
に
及
ん
で
内
侍
所
の
南
階
の
下
で
、
人
長

が
女
官
か
ら
請
ひ
受
け
る
。
そ
の
時
「
人
長
の
榊
、
人
長
の
榊
」
と
呼
ぶ
や
う
に
あ
り
ま
す
。
女
官
が
人

長
に
授
け
る
榊
は
、
長
さ
四
尺
許
り
に
切
つ
て
あ
つ
て
、
枝
は
上
の
方
二
尺
ば
か
り
に
と
ゞ
め
て
、
下
は
ゝ

ら
つ
て
柄
と
し
て
持
て
る
や
う
に
な
つ
て
ゐ
る
さ
う
で
す
。
こ
れ
は
、
主
客
が
顛
倒
し
た
や
う
に
見
え
ま

す
が
、
同
時
に
人
長
が
榊
に
関
係
の
深
い
事
、
そ
れ
か
ら
山
人
の
為
事
か
ら
出
て
来
た
役
だ
と
い
ふ
こ
と

も
察
せ
ら
れ
る
や
う
で
す
。
さ
う
し
て
人
長
が
歌
人
・
楽
人
等
の
才ザエ
を
試
す
の
は
、
つ
ま
り
山
人
の
主
だ

つ
た
も
の
が
、
そ
の
仲
間
の
中
の
も
の
を
一
々
指
摘
し
て
そ
の
才
を
演
じ
さ
せ
る
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
訣

で
す
。
而
も
そ
れ
が
後
に
は
、
衛
府
の
宮
人
の
役
に
な
り
、 

才  

男 

サ
イ
ノ
ヲ

と
ま
た
別
に
歌
人
・
楽
人
が
あ
る
や

う
に
想
は
れ
て
来
た
の
で
せ
う
。

神
楽
で
最
目
の
つ
く
も
の
は
、
殆
、
人
長
ば
か
り
が
舞
つ
て
ゐ
る
や
う
に
見
え
る
こ
と
で
す
が
、
他
の
人

々
に
は
各
、
そ
れ
／
″
＼
の
才
が
あ
る
の
で
、
そ
の
才
を
特
殊
な
も
の
に
し
て
来
た
結
果
、
人
長
の
一
人
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舞
と
い
ふ
形
を
生
じ
た
の
で
せ
う
。
だ
か
ら
、
譬
へ
ば
、 

前  

張 

サ
イ
バ
リ

を
勤
め
る
も
の
ゝ
あ
る
こ
と
を
韓
神
の

後
に
述
べ
て
、
自
分
の
座
に
か
へ
り
ま
す
。
そ
こ
で
前
張
が
始
つ
て
、
そ
れ
が
し
ま
ふ
と
朝
倉
に
な
り
ま

す
。
か
う
い
ふ
と
こ
ろ
か
ら
、
ま
た
歌
が
分
化
し
て
、
外
国
音
楽
の
呂
律
に
合
つ
た
催
馬
楽
が
出
て
来
る

こ
と
に
な
つ
た
の
で
せ
う
。
清
暑
堂
の
御
遊
に
は
、
堂
上
方
の
歌
ふ
も
の
が
呂
と
律
と
に
分
れ
て
を
つ
て
、

そ
れ
が
特
殊
な
も
の
ゝ
外
、
譬
へ
ば
安
楽
塩
・
鳥
の
破
の
如
き
も
の
ゝ
外
は
、
所
謂
催
馬
楽
な
の
で
す
。

堂
上
方
の
御
遊
と
庭
上
の
芸
能
と
は
、
別
々
に
並
行
し
て
ゐ
る
筈
な
の
が
、
何
時
か
堂
上
の
を
庭
上
に
移

す
や
う
な
こ
と
に
も
な
つ
て
来
た
の
で
す
。
こ
の
芸
能
の
は
じ
め
〳
〵
に 

勧  

盃 

ケ
ン
バ
イ

が
行
は
れ
ま
す
。
こ
れ

が
恐
ら
く
、
今
も
東
北
地
方
の
神
楽
系
統
の
も
の
に
含
ま
れ
て
ゐ
る 

剣  

舞 

ケ
ン
バ
イ

と
い
ふ
風
に
理
会
さ
れ
易
い

け
ん
ば
い
の
名
の
も
と
な
の
で
せ
う
。
つ
ま
り
酒
を
飲
ん
で
芸
廻
し
を
す
る
と
い
つ
た
意
味
と
思
は
れ
ま

す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

勿
論
、
皆
さ
う
い
ふ
（
才
を
試
さ
れ
る
男
と
才
男
と
は
同
じ
語
）
つ
も
り
で
記
録
は
書
い
て
ゐ
る
と
思
ひ

ま
す
し
、
或
は
語
は
そ
こ
か
ら
出
て
ゐ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
語
原
は
、
別
に
考
へ
ら
れ
る
こ

と
は
、
あ﹅
ん﹅
た﹅
も
さ
う
だ
つ
た
し
、
私
も
今
ま
で
言
つ
て
来
た
と
こ
ろ
で
説
明
は
尽
き
て
ゐ
る
の
で
す
が
、

逆
に
か
う
し
た
順
序
を
と
つ
て
出
て
来
た
語
と
言
へ
な
い
こ
と
も
な
い
の
で
す
。
し
か
し
さ
う
す
る
と
、
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宮
廷
以
外
の
人
形
を
も
つ
て
す
る
才
男
の
説
明
が
、
全
部
宮
廷
の
才
男
を
原もと
と
し
て
説
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
た
ゞ
、
ど
ち
ら
で
も
宜
し
い
が
、
人
形
を
前サキ
に
す
る
方
が
如
何
に
も
才
男
の

説
明
に
は
都
合
が
よ
か
つ
た
の
で
す
が
、
さ
う
い
ふ
こ
と
が
若
し
言
へ
る
と
す
れ
ば
、
語
だ
け
は
宮
廷
の

才
男
が
原
で
あ
つ
て
も
、
人
形
は
人
形
で
自
ら
他
の
社
或
は
国
に
於
て
発
達
し
、
宮
廷
の
才
男
は
又
別
に

発
達
し
て
来
て
而
も
そ
の
才
男
の
中
か
ら
、
地
方
の
人
形
の
す
る
態ワザ
と
最
近
い
芸
能
を
行
ふ
も
の
だ
け
の

名
称
を
才
男
と
い
ふ
こ
と
に
な
つ
た
と
も
説
明
出
来
ま
せ
う
。
し
か
し
こ
れ
は
、
宮
廷
側
の
記
録
の
才
男

の
説
明
が
、
或
予
断
が
あ
つ
て
出
来
て
ゐ
る
も
の
と
思
は
れ
ま
す
か
ら
、
今
の
と
こ
ろ
は
ま
だ
〳
〵
そ
ち

ら
へ
は
決
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

ど
う
も
、
人
長
の
持
つ
輪
と
い
ふ
も
の
は
、
楽
家
録
に
は
鏡
に
見
立
て
た
も
の
だ
と
あ
つ
た
り
、 

曲  

玉 

マ
ガ
タ
マ

に
見
立
て
た
の
だ
と
い
ふ
風
に
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
た
ゞ
、
さ
う
考
へ
た
だ
け
の
こ
と
で
、

輪
そ
の
も
の
ゝ
形
は
、
到
底
榊
の
枝
に
下
げ
ら
れ
る
や
う
な
も
の
で
は
な
い
の
で
す
。
即
、
輪
の
製
法
は

「
小
円
木
を
以
て
作
る
、
径
八
寸
」
と
あ
り
ま
す
か
ら
相
当
に
長
い
枝
を
折
り
曲
げ
た
も
の
で
す
。
そ
れ

と
共
に
「
柄
有
り
、
長
さ
一
尺
八
寸
」
と
あ
り
ま
す
か
ら
、
謂
は
ゞ  

靫    

猿  

ウ
ツ
ボ
ザ
ル

の
踊
り
に
見
る
こ
と
の
出

来
る
や
う
な
、
又
、
ど
う
か
す
れ
ば
普
通
の
猿
廻
し
も
持
つ
て
を
つ
た
環
鞭
の
や
う
な
も
の
な
の
で
す
。
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さ
う
し
て
「
白
粉
を
以
て
之
を
塗
り
、
白
糸
を
以
て
輪
を
柄
に
結
び
附
く
」
と
あ
り
ま
す
。
而
も
こ
の
輪

が
、
登ト
比ビ
加カ
介ケ
留ル
又
は
釣
招
と
い
ふ
名
で
あ
つ
て
、
「
庭
燎
諸
歌
の
時
、
人
長
の
と
び
か
け
る
と
き
こ
れ

を
投
げ
掛
く
」
と
あ
る
の
は
、
誰
に
投
げ
掛
け
る
の
か
訣
り
ま
せ
ん
が
、
「
人
長
輪
を
冠
に
か
け
て
之
を

引
き
止
む
」
と
あ
り
ま
す
か
ら
、
人
に
か
け
る
こ
と
は
確
か
で
す
。
輪
を
と
び
か
け
ら
し
て
人
を
捉
へ
た

と
こ
ろ
か
ら
こ
の
名
が
出
来
た
も
の
と
思
は
れ
ま
す
が
、
今
で
は
そ
の
目
的
が
訣
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

か
う
い
ふ
為
方
で
他
を
つ
り
ま
ね
く
こ
と
は
、
恐
ら
く
同
等
の
人
間
に
す
る
こ
と
で
は
な
か
つ
た
で
せ
う
。

そ
こ
に
、
神
楽
の
人
数
の
中
に
は
異
常
な
も
の
が
混
つ
て
ゐ
る
こ
と
を
示
し
た
こ
と
が
訣
り
ま
す
。
即
、

た
ゞ
の
宮
人
た
ち
が
神
楽
を
勤
め
る
の
で
は
な
く
、
人
以
外
の
者
が
来
て
祝
福
の
芸
能
を
演
じ
た
こ
と
を

意
味
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
で
せ
う
か
。

そ
れ
か
ら
、
あ﹅
ん﹅
た﹅
の
言
は
れ
た
軾
ヒ
ザ
ツ
キを
蹴
る
と
い
ふ
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
亦
人
長
の
す
る
特
殊
な
こ
と
で
、

楽
家
録
に
は
、
軾
を
蹴
る
や
う
に
見
え
る
だ
け
だ
と
い
ふ
風
な
説
明
も
し
て
を
り
ま
す
。
「
人
長
庭
燎
に

立
つ
て
本
末
に
行
く
時
、
軾
を
蹴
る
事
、
之
を
故
実
と
な
す
、
然
れ
ど
も
こ
れ
不
解
の
説
か
、
今
案
ず
る

に
人
長
軾
の
前
に
立
つ
て
三
つ
拍
子
を
踏
み
、
東
方
に
行
き
立
ち
、
又
軾
の
前
を
経
て
東
方
に
行
き
立
ち
、

そ
の
度
毎
に
腰
を
め
ぐ
ら
し
裾
を
よ
せ
る
形
を
な
す
、
事
を
好
む
も
の
誤
つ
て
そ
の
躰
を
見
て
こ
の
説
を

な
す
も
の
か
」
と
あ
つ
て
、
寛
永
の
内
侍
所
の
御
神
楽
の
時
に
、
四
辻
大
納
言
が
多
オ
ホ
ノ備
前
守
盛
忠
を
呼
ん
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で
、
軾
を
蹴
ら
な
い
や
う
に
下
知
せ
し
め
た
云
々
と
あ
り
ま
す
が
、
是
等
は
証
拠
に
な
り
ま
せ
ん
。
た
ゞ
、

三
拍
子
を
踏
む
の
も
事
実
だ
つ
た
の
で
せ
う
。
そ
れ
を
す
る
こ
と
が
即
、
軾
を
蹴
る
こ
と
に
あ
た
る
の
だ

つ
た
ら
、
別
に
か
う
し
た
説
は
意
味
の
あ
る
も
の
と
は
思
は
れ
ま
せ
ん
。
人
長
が
左
右
左
と
足
踏
み
す
る

の
は
、
三
拍
子
の
法
を
書
い
た
条
を
見
て
も
訣
る
如
く
、
こ
れ
は
反
閇
の
単
純
な
も
の
ら
し
い
の
で
す
。

た
ゞ
軾
が
常
に
用
ゐ
ら
れ
る
の
は
円
座
と
同
じ
用
途
な
の
で
す
か
ら
、
そ
れ
を
蹴
る
と
い
ふ
こ
と
に
或
不

調
和
を
感
じ
て
か
う
し
た
説
を
立
て
た
の
で
せ
う
が
、
我
々
が
畳
莚
は
座
る
為
に
用
ゐ
て
ゐ
な
が
ら
、
又
、

反
閇
の
範
囲
を
模
型
式
に
示
す
こ
と
が
あ
る
の
を
思
へ
ば
訣
る
筈
で
す
。
つ
ま
り
軾
が
、
畳
莚
の
代
り
に

踏
ま
れ
る
、
大
地
を
意
味
し
て
ゐ
る
も
の
と
見
る
の
が
ほ
ん
た
う
な
の
で
せ
う
。
祝
福
に
来
臨
し
た
も
の

が
、
そ
の
庭
を
踏
み
鎮
め
る
こ
と
は
あ
る
べ
き
筈
で
、
舞
踊
と
目
的
を
一
つ
に
し
て
ゐ
て
、
而
も
、
も
つ

と
明
ら
か
に
そ
の
目
的
を
示
し
て
ゐ
る
も
の
で
せ
う
。
譬
へ
ば
、
猿
楽
能
に
お
け
る
翁
・
三
番
叟
の
踏
む

こ
と
ゝ
、
他
の
五
番
能
に
於
い
て
舞
ふ
の
と
両
立
し
て
ゐ
る
や
う
な
も
の
で
す
。
た
ゞ
、
あ
ま
り
に
こ
の

神
楽
な
る
芸
能
が
発
生
の
時
を
去
る
こ
と
遠
く
、
宮
廷
に
這
入
つ
て
も
、
早
く
部
分
々
々
の
意
義
を
忘
れ

て
し
ま
つ
て
ゐ
た
為
に
、
後
世
か
ら
思
へ
ば
、
と
ん
で
も
な
い
こ
と
が
行
は
れ
て
ゐ
た
訣
な
の
で
せ
う
。

そ
れ
は
あ﹅
ん﹅
た﹅
の
こ
の
御
本
に
詳
し
く
説
明
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
日
本
民
族
の
間
に
、
神

楽
以
後
に
発
達
し
た
芸
能
が
、
何
等
か
の
形
に
於
て
他
の
芸
能
を
出
来
る
だ
け
と
り
込
ん
で
来
た
や
う
に
、

12神楽（その二）



既
に
さ
う
し
た
日
本
芸
能
の
宿
命
風
な
方
向
を
、
こ
の
最
古
い
最
神
聖
な
芸
能
が
暗
示
し
て
ゐ
た
と
申
さ

れ
る
で
せ
う
。
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