
「
天
つ
罪
」
論

弄イ

藤
　
　
　
益

　
　
　
　
序

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ほ
は
ら
へ

　
『
延
喜
式
』
巻
八
所
収
の
祝
詞
「
大
祓
の
詞
」
一
「
六
月
の
晦
の
大
祓
」

　
　
　
　
　
　
　
　
ま
す
ひ
と
ら

の
祝
詞
）
は
、
「
天
の
益
人
等
」
（
H
人
間
）
の
犯
す
罪
と
し
て
、
以
下
の
よ

う
な
罪
を
列
挙
し
て
い
る
。

　
　
　
あ
は
ち
　
　
　
　
み
ぞ
う
　
　
　
　
　
ひ
は
な
　
　
　
　
し
告
ま
　
　
　
　
く
し
き
　
　
　
　
　
い
　
　
　
は

　
（
1
）
畔
放
ち
・
溝
埋
め
・
樋
放
ち
・
頻
蒔
き
・
串
刺
し
・
生
け
剥
ぎ
・

　
　
さ
か
は
　
　
　
　
く
そ
へ

　
　
逆
剥
ぎ
・
犀
戸

　
　
　
い
告
は
だ
た
　
　
　
　
L
に
は
だ
た
　
　
　
　
L
ろ
ぴ
と

　
一
2
）
生
膚
断
ち
・
死
膚
断
ち
・
白
人
・
こ
く
み
・
お
の
が
母
犯
せ
る

　
　
罪
・
お
の
が
子
犯
せ
る
罪
・
母
と
子
と
犯
せ
る
罪
・
子
と
母
と
犯
せ

　
　
　
　
　
け
も
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
　
　
　
　
　
　
わ
ざ
は
ひ

　
　
る
罪
・
畜
犯
せ
る
罪
・
昆
ふ
虫
の
災
・
高
つ
神
の
災
・
高
つ
鳥

　
　
　
　
　
け
も
の
た
ム
　
　
　
　
ま
じ
も
の

　
　
の
災
・
畜
什
し
・
盤
物
す
る
罪

「
大
祓
の
詞
」
は
、
ω
を
「
天
っ
罪
」
と
呼
び
、
②
を
「
国
つ
罪
」
と
呼

ん
で
い
る
。

　
ω
の
「
天
つ
罪
」
は
、
「
大
祓
の
詞
」
を
唱
え
る
神
官
お
よ
び
そ
れ
が

唱
え
ら
れ
る
場
を
共
有
す
る
人
々
の
あ
い
だ
で
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な

罪
と
し
て
観
念
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
の
目
的
は
、
こ
の
点

を
明
確
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。

　
な
お
、
「
天
つ
罪
」
の
意
味
を
探
る
際
に
は
、
当
然
、
ω
の
「
国
つ
罪
」

に
も
言
及
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
稿
の
以
下
の
論
究
も
、
「
国
つ
罪
」

に
つ
い
て
の
若
干
の
考
察
を
内
含
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
に
つ

い
て
の
詳
細
は
、
別
稿
に
譲
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
　
　
　
一
　
ス
サ
ノ
ヲ
の
乱
行

　
記
紀
の
「
天
の
岩
屋
神
話
」
に
よ
れ
ば
、
地
上
か
ら
高
天
原
に
上
り
来

た
っ
た
、
ス
サ
ノ
ヲ
ノ
ミ
コ
ト
が
様
々
な
乱
行
に
及
び
、
そ
れ
に
対
し
て

　
　
　
　
一
1
〕

怒
り
を
発
し
た
天
照
大
神
は
、
天
の
岩
戸
を
閉
ざ
し
て
天
の
岩
屋
の
中
に

と
じ
こ
も
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
『
日
本
書
紀
』
の
本
文
（
以
下
「
紀
本

文
」
と
略
記
）
、
一
書
（
以
下
「
紀
一
書
」
）
お
よ
び
『
古
事
紀
』
は
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
L
わ
ざ

折
の
ス
サ
ノ
ヲ
の
「
為
行
」
一
紀
本
文
）
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
次
の
よ

　
　
　
　
　
　
一
2
一

う
に
記
し
て
い
る
。
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紀
本
文

　
…
…
…
天
照
大
神
、
天
狭
田
・
長
田
を
以
て
御
田
と
し
た
ま
ふ
。
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
き
　
ま
　
き
　
　
　
　
　
　
農
－
－

　
に
素
菱
鳴
尊
、
春
は
重
播
種
子
し
、
且
畔
投
す
。
秋
は
天
斑
駒
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
ひ
な
へ
き
こ

　
放
ち
て
、
田
の
中
に
伏
す
。
復
天
照
大
神
の
新
嘗
し
め
す
時
を

　
　
　
　
　
　
ひ
そ
か
　
　
に
ひ
な
へ
の
み
や
　
　
レ
え
ほ
－
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ざ
か
り

　
見
て
、
則
ち
陰
に
新
　
宮
に
放
属
る
。
又
天
照
大
神
の
、
　
方

　
　
か
む
み
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
み
は
た
ど
の
　
　
ま

　
に
神
衣
を
織
り
つ
つ
、
斎
服
殿
に
居
し
ま
す
を
見
て
、
則
ち
天
斑
駒

　
　
ド
ー
い
ら
か
う
か
い

　
を
　
剥
　
ぎ
て
、
殿
の
苗
寛
を
穿
ち
て
投
げ
納
る
。

紀
第
一
の
一
書

　
　
　
　
　
わ
か
ひ
る
め
の
み
こ
と
　
　
い
み
は
た
ど
の
　
　
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
か
む
み
そ

　
是
の
後
に
、
稚
日
女
尊
、
斎
服
殿
に
坐
し
ま
し
て
、
神
之
御
服
織

　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
そ
な
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
俸
I
ー

　
り
た
ま
ふ
。
．
素
菱
鳴
尊
見
し
て
、
則
ち
斑
駒
を
逆
剥
ぎ
て
、

　
殿
の
内
に
投
げ
入
る
。

紀
第
二
の
一
書

　
ひ
の
か
み
の
み
こ
と
　
あ
ま
の
か
き
た

　
日
神
尊
、
天
垣
田
を
以
て
御
田
と
し
た
ま
ふ
。
時
に
素
菱
鳴
尊
、

　
　
　
彦
L
P
－
1
　
　
」
屋
－
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
た
な
つ
も
の

　
春
は
渠
填
め
、
畔
毅
す
。
又
、
秋
の
穀
已
に
成
り
ぬ
る
と
き
に
、

　
　
　
音
　
　
一
　
　
　
　
　
’
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
た
　
　
　
　
　
　
は
た
と
の
　
　
ま

　
則
ち
冒
す
に
絡
縄
を
以
て
す
。
且
日
神
の
織
殿
に
居
し
ま
す
時
に
、

　
　
　
　
　
い
r
i
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
げ
い

　
則
ち
斑
駒
を
生
剥
に
し
て
、
其
の
殿
の
内
に
納
る
。
…
…
…
日
神

　
　
に
ひ
な
へ
き
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
ひ
な
へ
の
み
や

　
の
新
嘗
し
め
す
時
に
及
至
び
て
、
素
菱
鳴
尊
、
則
ち
新
　
宮

　
　
み
ま
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
I
k
俸

　
の
御
席
の
下
に
、
陰
に
自
ら
送
糞
る
。

紀
第
三
の
一
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
づ

　
是
の
後
に
、
日
神
の
田
、
三
慮
有
り
。
號
け
て
天
安
田
・
天
平
田
・

　
　
　
　
　
　
　
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
が
め
ひ
で
り
　
　
あ

　
天
邑
・
井
田
と
日
ふ
。
此
皆
良
き
田
な
り
。
霧
早
に
経
ふ
と
難
も
、

　
そ
二
店
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
店
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
た
　
　
　
　
店
ね
の
み
二
と

　
損
傷
は
る
る
こ
と
無
し
。
…
…
…
故
、
素
菱
鳴
尊
、
妬
み
て
　
　
姉

　
　
　
　
や
ぷ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
L
匿
－
　
　
　
　
　
匿
阿
　
　
L
雇
　
　
　
　
し
　
き
　
ま
　
き

　
の
田
を
害
る
。
春
は
廃
渠
槽
、
及
び
埋
溝
、
毅
畔
、
又
重
播
種
子

　
I
　
　
　
　
　
k
し
置
L
－
1
　
　
匡
－
－

　
す
。
秋
は
擢
鐵
し
、
馬
伏
す
。

　
古
事
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
く
だ
一

　
　
…
…
…
勝
ち
さ
び
に
天
照
大
御
神
の
営
田
の
あ
を
離
ち
、
そ
の
溝
を

　
　
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ほ
に
へ

　
　
埋
め
、
ま
た
、
そ
の
大
嘗
聞
こ
し
め
す
殿
に
尿
ま
り
散
ら
し
き
。
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
み
は
た
や
　
　
　
　
　
　
　
　
か
む
み
　
そ

　
　
…
…
天
照
大
御
神
、
忌
服
屋
に
坐
し
て
神
御
衣
織
ら
し
め
た
ま
ひ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
ね
　
　
つ
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
±

　
　
時
に
、
そ
の
服
屋
の
頂
を
穿
ち
、
天
の
斑
馬
を
逆
剥
ぎ
に
剥
ぎ
て
、

　
　
お
と
　
　
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
と
り
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
　
　
　
ほ
　
と
　
　
　
つ

　
　
堕
し
入
る
る
時
に
、
天
の
服
織
女
見
驚
き
て
、
稜
に
陰
上
を
衝
き
て

　
　
死
に
き
。

　
　
　
1
傍
線
は
本
稿
に
よ
る
。
－

　
一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
現
存
の
「
大
祓
の
詞
」
の
「
天
つ
罪
」

は
、
紀
本
文
・
紀
一
書
お
よ
び
古
事
記
が
記
す
ス
サ
ノ
ヲ
の
「
為
行
」
を
、

紀
本
文
と
紀
第
三
の
一
書
に
言
う
馬
伏
せ
を
除
い
て
、
あ
ま
す
所
な
く
包

含
し
て
い
る
。

　
「
大
祓
の
詞
」
が
、
「
天
の
岩
屋
神
話
」
に
基
づ
い
て
「
天
つ
罪
」
と

い
う
概
念
を
も
ち
出
し
て
い
る
こ
と
は
疑
え
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「
大
祓

の
詞
」
は
、
「
天
の
岩
屋
神
話
」
が
伝
え
る
ス
サ
ノ
ヲ
の
乱
行
を
、
ほ
と

ん
ど
も
れ
な
く
と
り
あ
げ
て
並
べ
立
て
た
う
え
で
、
そ
れ
ら
を
、
「
天
っ
罪
」

と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
一
括
し
て
い
る
。

　
「
天
つ
罪
」
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
総
括
さ
れ
る
八
つ
の
罪
は
、
い
ず

れ
も
、
高
天
原
に
お
け
る
ス
サ
ノ
ヲ
の
乱
行
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
言
い
か

え
れ
ば
、
「
大
祓
の
詞
」
を
唱
え
た
神
官
お
よ
び
そ
れ
が
唱
え
ら
れ
る
場

を
共
有
し
た
古
代
人
た
ち
は
、
「
天
つ
罪
」
を
ス
サ
ノ
ヲ
の
罪
と
し
て
理

解
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
「
天
つ
罪
」
と
い
う
罪
概
念
の
意
味
を
探

る
た
め
に
は
、
古
代
人
の
あ
い
だ
で
、
高
天
原
に
お
け
る
ス
サ
ノ
ヲ
の
乱

行
が
、
ど
の
よ
う
な
性
格
を
有
す
る
罪
と
し
て
観
ぜ
ら
れ
て
い
た
の
か
と
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い
う
点
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
ま
ず
、

「
夫
の
岩
屋
神
話
」
の
意
味
を
探
ら
な
け
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
＝
　
「
天
の
岩
屋
神
話
」
と
富
廷
祭
祀

　
「
天
の
岩
屋
神
話
」
の
あ
ら
ま
し
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
か
L
ニ

　
　
ス
サ
ノ
ヲ
の
乱
行
に
激
怒
し
た
一
あ
る
い
は
そ
れ
を
「
見
畏
」
ん
だ
）

　
　
天
照
大
神
は
、
天
の
岩
屋
に
こ
も
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
結
果
、
六
合

　
　
の
内
は
、
闇
に
と
ざ
さ
れ
る
。
困
惑
し
た
高
天
原
の
神
々
は
、
天
の

　
、
安
の
河
の
河
原
に
参
集
し
て
対
策
を
協
議
し
、
岩
戸
の
前
で
祭
を
催

　
　
す
こ
と
に
決
す
る
。
祭
は
に
ぎ
や
か
に
と
り
行
わ
れ
る
。
そ
し
て
、

　
　
そ
の
に
ぎ
わ
い
を
不
審
に
思
っ
た
天
照
大
神
が
、
ほ
そ
め
に
岩
戸
を

　
　
開
け
だ
と
こ
ろ
、
タ
ヂ
カ
ラ
ヲ
の
神
が
大
神
の
手
を
と
っ
て
外
に
引

　
　
き
出
し
た
。

　
諸
神
が
催
し
た
祭
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
し
た
の
は
、
イ
シ
コ
リ

ド
メ
・
タ
マ
ノ
オ
ヤ
・
ア
メ
ノ
コ
ヤ
ネ
・
フ
ト
ダ
マ
・
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
な

ど
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
、
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
の
活
躍
が
め
ざ
ま
し
い
。
記

紀
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
す
。

　
紀
本
文

　
　
　
さ
る
め
の
き
み
　
　
　
　
　
あ
め
の
う
ず
め
の
み
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
ま
者

　
　
又
獲
女
君
の
遠
祖
天
鋼
女
命
、
則
ち
手
に
茅
纏
の
梢
を
持
ち
、

　
　
あ
め
の
い
は
や
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
ざ
を
き

　
　
天
石
窟
戸
の
前
に
立
た
し
て
、
巧
に
作
俳
優
す
。
亦
天
香
山
の
真

　
　
　
　
　
　
　
か
づ
ら
　
　
　
　
　
　
ひ
か
げ
　
　
　
　
　
　
た
す
告
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
と
二
ろ

　
　
坂
樹
を
以
て
髪
に
し
、
羅
を
以
て
手
綱
に
し
て
、
火
鹿
焼
き
、

　
　
う
け
ム
　
　
　
か
む
が
か
り

　
　
覆
槽
置
せ
、
顕
神
明
之
愚
談
す
。

　
古
事
記

　
　
　
　
　
あ
め
の
う
ず
め
の
み
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
す
音

　
　
…
…
…
天
字
受
売
命
、
天
の
香
山
の
天
の
日
影
を
手
次
に
繋
け
て
、

　
　
天
の
鼻
飛
ポ
織
と
し
て
・
天
の
香
山
の
小
伽
鄭
を
弁
戟
に
粋
ひ
て
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
む
が
か

　
　
天
の
石
屋
戸
に
う
け
伏
せ
て
、
踏
み
と
ど
ろ
こ
し
、
神
懸
り
し
て
、

　
　
む
な
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
ひ
も

　
　
胸
乳
を
掛
け
出
で
、
裳
緒
を
ほ
と
に
忍
し
垂
れ
き
。

　
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
記
紀
と
も
に
言
及
す
る
ウ
ケ
を
伏
せ
る
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
け

う
行
為
で
あ
る
。
ウ
ケ
と
は
、
麻
笥
の
こ
と
で
あ
る
一
岩
波
日
本
古
典
文

学
大
系
『
日
本
書
紀
』
上
・
補
注
1
－
八
四
参
照
）
。
記
紀
は
、
ウ
ズ
メ
が

麻
笥
を
逆
さ
に
し
て
、
そ
れ
を
－
た
た
い
た
り
踏
ん
だ
り
し
て
－
う
ち
鳴

ら
す
さ
ま
を
描
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
後
世
の
諸
史
料
を
う
か
が
う
に
、
ウ
ケ
を
伏
せ
る
と
い
う
行
為
は
、
宮

廷
の
鎮
魂
祭
に
深
く
関
わ
る
行
為
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
と
え
ば
、

『
江
家
次
第
』
の
鎮
魂
祭
の
条
に
は
、
「
御
巫
衝
二
宇
気
一
」
と
あ
る
。
ま

た
、
『
貞
観
儀
式
』
の
同
条
に
は
、

　
　
大
蔵
録
以
二
安
芸
木
綿
二
枚
一
実
二
於
筥
中
一
進
置
二
伯
前
一
。
御
巫

　
　
覆
二
宇
気
槽
一
立
二
其
上
一
以
レ
棒
撞
レ
槽
。
毎
二
十
度
畢
一
伯
結
二
木

　
　
綿
竃
一
。
詑
御
巫
舞
。
詑
次
諸
御
巫
獲
女
舞
。
一
傍
線
は
本
稿
に
よ
る
）

と
い
う
記
事
が
見
え
る
。
こ
れ
ら
の
記
録
に
よ
っ
て
、
鎮
魂
祭
が
ウ
ケ
を

棒
で
つ
く
儀
式
を
伴
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。

　
ま
た
、
『
江
家
次
第
』
（
鎮
魂
祭
の
条
）
に
は
、

　
　
神
砥
官
一
人
、
進
結
二
繍
於
葛
筥
一
自
レ
一
至
レ
十
。
此
間
女
官
蔵
人
開

　
　
二
御
衣
筥
一
振
動
。

と
あ
り
、
『
政
事
要
略
』
一
鎮
魂
祭
の
条
）
に
は
、

　
　
令
三
内
蔵
寮
持
二
御
服
一
置
二
机
上
一
、
向
二
宮
内
省
一
衝
二
宇
気
一
之
間
、

　
　
蔵
人
開
二
御
服
箱
一
振
動
。

と
い
う
記
事
一
清
涼
記
）
が
引
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
資
料
を
総
合
す
れ

ば
、
鎮
魂
祭
に
お
い
て
は
、
ウ
ケ
フ
ネ
を
十
回
つ
き
、
か
つ
、
木
綿
童
を

刎



結
ぶ
あ
い
だ
に
1
そ
の
間
、
神
琴
が
奏
せ
ら
れ
る
－
天
皇
の
衣
を
収
め
た

筥
が
振
り
動
か
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
『
令
義
解
』
（
巻
一
、
職
員
令
）
は
、
鎮
魂
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
説

明
し
て
い
る
。

　
．
謂
鎮
安
也
巾
人
陽
気
日
レ
魂
。
魂
運
也
。
言
招
二
離
遊
之
運
魂
一
、

　
　
鎮
二
身
体
之
中
府
一
。
故
日
二
鎮
魂
一
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
・
鎮
魂
と
は
、
魂
が
遊
離
す
る
の
を
防
ぎ
、
し
っ
か
り
と

身
中
に
鎮
安
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
と
解
せ
ら
れ
る
。
だ
が
、
鎮
魂

の
儀
が
有
す
る
意
義
は
、
そ
れ
だ
け
に
は
尽
き
な
い
。

　
古
代
日
本
人
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
人
間
を
は
じ
め
と
し
て
動
植
物
の

生
命
力
は
、
冬
期
に
な
る
と
い
ち
じ
る
し
く
衰
え
る
。
衰
え
た
生
命
力
は
、

外
来
魂
を
身
中
に
招
じ
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
回
復
・
更
新
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
毎
年
十
一
月
中
寅
の
日
に
行
わ
・
れ
る
宮
廷
の
鎮
魂
祭
は
、

外
来
魂
を
天
皇
の
身
体
に
附
著
さ
せ
、
そ
の
生
命
力
（
威
力
）
を
回
復
・
更

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
3
一

新
す
る
儀
式
で
も
あ
っ
た
。

　
「
開
二
御
衣
筥
一
振
動
」
と
い
う
行
為
は
、
外
来
魂
を
招
い
て
、
そ
れ

を
天
皇
自
身
に
見
立
て
た
筥
の
中
の
「
御
衣
」
に
附
著
さ
せ
る
た
め
の
呪

法
1
ー
タ
マ
フ
リ
の
呪
法
と
し
て
と
り
行
わ
れ
た
、
と
解
せ
ら
れ
る
。
『
貞

観
儀
式
』
に
は
、
御
巫
が
ウ
ケ
フ
ネ
を
十
回
つ
い
尤
あ
と
で
、
ア
メ
ノ
ウ

ズ
メ
の
子
孫
た
ち
1
1
猿
女
が
舞
っ
た
と
あ
る
一
前
掲
引
用
文
参
照
）
。
こ
の

猿
女
の
舞
い
は
、
タ
マ
フ
リ
の
舞
い
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
猿
女
は
、
タ
マ
フ
リ
の
舞
い
を
以
て
、
天
皇
の
生
命
力
一
威
力
一
を
回
復
・

更
新
す
る
た
め
の
儀
式
で
あ
る
鎮
魂
祭
に
与
る
。
一
方
、
記
紀
の
「
天
の

岩
屋
神
話
」
に
お
い
て
、
猿
女
の
遠
祖
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
は
、
岩
戸
の
前
で

狂
的
な
神
態
を
示
す
。
そ
の
狂
的
な
神
態
、
わ
け
て
も
、
「
う
け
伏
せ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
か
む
が
か

踏
み
と
ど
ろ
こ
し
、
神
懸
り
し
て
、
胸
乳
を
掛
け
出
で
、
裳
緒
を
ほ
と
に

忍
し
垂
れ
」
一
古
事
記
）
る
と
い
う
狂
態
（
紀
本
文
に
は
「
覆
槽
置
せ
、
顕
神

明
之
懸
談
す
」
と
あ
る
）
は
、
鎮
魂
祭
に
お
け
る
猿
女
や
御
巫
ら
の
行
動

を
象
徴
す
る
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ウ
ズ
メ
の
「
う
け
伏
せ

て
、
踏
み
と
ど
ろ
こ
」
す
と
い
う
行
為
は
、
鎮
魂
祭
の
「
御
巫
覆
二
宇
気

槽
一
立
二
其
上
一
以
レ
檸
撞
レ
槽
」
一
貞
観
儀
式
）
と
い
う
儀
式
を
反
映
し
、

ま
た
、
「
胸
乳
を
掛
き
出
で
、
裳
緒
を
ほ
と
に
忍
し
垂
れ
」
る
様
は
猿
女

お
よ
び
「
諸
御
巫
」
一
貞
観
儀
式
）
に
よ
る
鎮
魂
の
歌
舞
を
象
徴
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
天
の
岩
戸
の
前
で
と
り
行
わ
れ
た
高
天
原
の
祭
に
お

け
る
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
の
神
態
に
は
、
鎮
魂
祭
に
お
け
る
猿
女
や
御
巫
の
活

動
が
投
影
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
着
目
す
る
な

ら
ば
、
記
紀
の
「
天
の
岩
屋
神
話
」
と
鎮
魂
祭
と
の
あ
い
だ
に
、
密
接
な

関
係
が
み
と
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
記
紀
の
「
天
の
岩
屋
神
話
」
に
は
、

鎮
魂
祭
を
物
語
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
神
話
と
し
て
の
側

面
、
換
言
す
れ
ば
、
鎮
魂
祭
の
縁
起
謂
と
し
て
の
側
面
が
存
し
て
い
る
と

言
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
「
天
の
岩
屋
神
話
」
の
導
入
部
に
列
挙
さ
れ

た
ス
サ
ノ
ヲ
の
乱
行
↑
「
天
つ
罪
」
一
は
、
古
代
人
の
あ
い
だ
で
は
、
宮

廷
の
鎮
魂
祭
に
関
わ
る
罪
と
し
て
観
念
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た

．
か
、
と
考
え
ら
れ
る
。

　
た
だ
し
、
鎮
魂
祭
は
、
他
の
祭
と
は
ま
っ
た
く
無
関
係
に
一
個
の
独
立

し
た
祭
儀
と
し
て
と
り
行
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
『
令
集
解
』
巻

七
（
神
砥
令
一
所
載
の
穴
記
か
ら
の
引
用
文
に
は
、
践
酢
大
嘗
祭
の
致
斎
は
、
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丑
日
よ
り
卯
日
に
至
る
三
日
間
で
あ
り
、
鎮
魂
祭
は
「
在
二
其
中
一
耳
」

と
記
さ
れ
て
い
る
。
穴
記
は
、
鎮
魂
祭
と
大
嘗
祭
と
が
密
接
か
つ
不
可
分

に
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
鎮
魂
祭
が
大
嘗
祭
の
一
部
と
し

て
そ
の
一
環
を
な
し
て
い
た
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。

　
上
述
の
如
く
、
記
紀
の
「
天
の
岩
屋
神
話
」
に
は
、
鎮
魂
祭
の
縁
起
謂

と
し
て
の
一
面
が
存
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
神
話
を
鎮
魂
祭
の
反
映
と
し

て
の
み
と
ら
え
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
八
百
万
神
の
参
集
、
中
臣
の
遠

祖
ア
メ
ノ
コ
ヤ
ネ
以
下
諸
神
の
活
動
な
ど
を
勘
案
す
る
に
、
こ
の
神
話
が

描
く
と
こ
ろ
の
祭
は
、
国
を
と
よ
も
す
大
祭
で
あ
っ
て
、
単
な
る
鎮
魂
祭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
4
一

に
は
尽
き
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
天
照
大
神
が
岩
屋
に
こ
も
る
と
い
う
一
事
を
と
っ
て
み
て
も
、
そ
れ
は
、

鎮
魂
祭
の
反
映
と
し
て
の
み
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
穴
記
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
鎮
魂
祭
は
、
大
嘗
祭
の
一
環
を
な
す
。
そ

の
大
嘗
祭
の
中
核
を
な
す
の
は
、
天
皇
が
大
嘗
殿
に
こ
も
っ
て
、
新
穀
で

作
っ
た
御
酒
・
御
撰
を
祖
神
と
共
餐
し
、
か
つ
、
神
座
で
衰
に
く
る
ま
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
5
〕

こ
と
を
通
し
て
、
天
照
大
神
の
御
孫
と
し
て
再
生
す
る
儀
式
で
あ
る
。
「
天

の
岩
屋
神
話
」
に
お
い
て
天
照
大
神
が
こ
も
る
岩
屋
と
は
、
実
は
、
天
皇

が
死
と
復
活
の
擬
態
を
演
ず
る
場
一
天
照
大
神
の
御
孫
と
し
て
再
生
す
る

場
）
“
大
嘗
殿
に
つ
い
て
の
神
話
的
表
現
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
要
す
る
に
、
「
天
の
岩
屋
神
話
」
に
お
い
て
は
、
鎮
魂
祭
の
要
素
と
大

嘗
祭
の
そ
れ
と
が
、
相
互
に
絡
み
合
っ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
「
天
の
岩
屋
神
語
」
に
は
、
一
個
の
独
立
し
た
祭
祀
と
し

て
の
鎮
魂
祭
が
反
映
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
鎮
魂
祭
を
そ
．

の
一
部
と
し
て
包
括
す
る
と
こ
ろ
の
大
祭
、
す
な
わ
ち
大
嘗
祭
が
反
映
し

て
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
如
上
の
考
察
に
よ
れ
ば
、
「
天
の
岩
屋
神
話
」
の
導
入
部
に
配
さ
れ
、

天
照
大
神
の
岩
屋
ご
も
り
の
主
原
因
と
し
て
描
か
れ
る
ス
サ
ノ
ヲ
の
乱
行

1
－
「
天
つ
罪
」
が
、
た
だ
単
に
十
一
月
中
寅
の
祭
儀
1
1
鎮
魂
祭
に
の
み
関

わ
る
罪
と
し
て
観
念
さ
れ
て
い
た
と
は
言
え
な
い
。
古
代
日
本
人
に
と
っ

て
、
「
天
つ
罪
」
と
は
、
丑
日
よ
り
卯
日
に
至
る
一
連
の
祭
儀
、
す
な
わ

ち
「
鎮
魂
の
儀
を
ふ
く
む
と
こ
ろ
の
大
嘗
と
い
う
国
を
と
よ
も
す
大
き
な

祭
」
一
西
郷
信
綱
『
古
事
記
の
世
界
』
岩
波
・
昭
和
四
十
二
年
・
八
六
ぺ
ー

ジ
一
に
関
わ
る
罪
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
推
測
し
う
る
。

　
　
　
　
三
、
夫
讐
祭
を
汚
す
罪

　
従
来
の
研
究
の
中
に
は
、
高
天
原
に
お
け
る
ス
サ
ノ
ヲ
の
乱
行
H
「
天

つ
罪
」
は
、
ω
農
耕
を
妨
げ
、
ひ
い
て
は
農
耕
的
共
同
杜
会
の
社
会
秩
序

を
侵
害
す
る
罪
と
、
㈲
共
同
体
な
い
し
呪
術
宗
教
集
団
の
祭
祀
を
汚
す
罪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
6
一

と
に
二
分
し
う
る
と
説
く
も
の
が
あ
る
。

　
田
の
灌
概
施
設
を
破
壊
し
、
か
つ
、
田
地
の
収
益
・
占
有
等
の
権
利
を

お
か
す
こ
と
は
、
農
耕
を
侵
害
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、

畔
放
ち
・
溝
埋
め
・
樋
放
ち
（
灌
概
施
謝
の
破
壊
）
、
お
よ
び
頻
蒔
き
・
串

刺
し
一
田
地
σ
収
益
・
占
有
等
の
権
利
の
侵
害
）
と
い
っ
た
よ
う
な
罪
が
㈹

に
属
す
る
（
紀
本
文
と
紀
第
三
の
一
書
に
言
う
馬
伏
せ
も
㈹
に
属
す
る
）
こ

と
は
疑
え
な
い
。
ま
た
、
大
嘗
の
祭
場
に
大
便
を
し
散
ら
し
た
り
、
神
衣

を
織
る
服
屋
に
皮
を
剥
い
だ
馬
を
投
げ
い
れ
た
り
す
る
こ
と
は
、
言
う
ま

で
も
な
く
、
祭
祀
に
対
す
る
冒
漬
で
あ
る
。
生
け
剥
ぎ
・
逆
剥
ぎ
・
尿
戸

は
明
ら
か
に
㈲
に
属
す
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
「
天
つ
罪
」
が
㈹
・
㈲
の
二
類
に
分
か
れ
る
と
い
う
指
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摘
は
、
け
っ
し
て
的
を
逸
し
て
は
い
な
い
。
だ
が
、
従
来
の
研
究
に
お
け

る
そ
う
し
た
指
摘
は
、
㈹
・
㈲
間
の
関
係
に
言
及
し
て
い
な
い
。
本
稿
と

し
て
は
、
こ
の
点
に
疑
念
を
投
ぜ
ざ
る
を
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
日
本
の

古
代
杜
会
に
お
け
る
農
耕
と
祭
祀
の
密
接
な
結
び
っ
き
に
留
意
す
る
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

ば
、
古
代
日
本
人
は
、
㈹
・
㈲
聞
に
な
ん
ら
か
の
つ
な
が
り
を
見
出
し
て

い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
推
測
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
推
測
の

当
否
は
、
「
天
の
岩
屋
神
話
」
と
大
嘗
祭
と
の
関
連
を
顧
慮
し
つ
つ
、
㈹

に
属
す
る
五
つ
の
罪
と
㈲
に
属
す
る
三
つ
の
罪
を
つ
ぶ
さ
に
検
討
す
る
こ

と
を
通
し
て
、
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
記
紀
に
よ
れ
ば
、
畔
放
ち
・
溝
埋
め
・
樋
放
ち
は
、
広
く
衆
庶
の
田
の

経
営
関
わ
る
犯
罪
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
高
天
原
の
支
配
者
た
る
天
照

大
神
の
「
御
田
」
（
「
営
田
」
）
の
灌
概
設
備
を
破
壊
す
る
罪
と
し
て
描
か
れ

て
い
る
。
ま
た
、
頻
蒔
き
と
は
、
大
神
の
「
御
田
」
に
種
子
を
重
ね
て
蒔

き
、
収
益
を
不
可
能
な
ら
し
め
る
行
為
で
あ
り
、
串
刺
し
と
は
、
大
神
の

「
御
田
」
に
棒
を
刺
し
立
て
て
、
そ
れ
を
横
領
す
る
行
為
に
ほ
か
な
ら
な

い
。

　
要
す
る
に
、
記
紀
は
、
㈹
を
、
農
耕
一
般
に
関
わ
る
罪
と
し
て
で
は
な

く
、
天
照
大
神
の
「
御
田
」
一
「
営
田
」
一
に
お
け
る
農
耕
行
為
を
侵
害
す
る

罪
と
し
て
描
い
て
い
る
。
「
天
の
岩
屋
神
話
」
全
体
を
、
鎮
魂
の
儀
を
内

含
す
る
と
こ
ろ
の
大
嘗
祭
の
反
映
と
見
れ
ば
、
天
照
大
神
が
「
御
田
」
を

所
有
す
る
と
い
う
叙
述
は
、
大
嘗
祭
の
共
餐
式
一
天
皇
が
新
穀
で
作
っ
た

御
酒
・
御
撰
を
祖
神
と
共
食
す
る
儀
式
）
へ
と
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
田
の
経

営
に
つ
い
て
の
神
話
的
表
現
と
解
せ
ら
れ
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
天
照
大

神
の
「
御
田
」
に
お
け
る
農
耕
行
為
を
侵
害
す
る
罪
と
し
て
描
か
れ
た
㈹

に
属
す
る
五
つ
の
罪
は
、
大
嘗
祭
に
向
け
て
営
ま
れ
る
田
の
経
営
に
関
わ

る
罪
、
塑
言
す
れ
ば
、
「
大
嘗
祭
へ
と
収
鰍
さ
れ
る
べ
き
田
の
経
営
に
か

ん
す
る
罪
」
一
西
郷
信
綱
、
前
掲
書
六
九
ぺ
ー
ジ
）
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　
㈲
の
尿
戸
一
大
嘗
の
祭
場
に
大
便
を
し
散
ら
す
こ
と
）
が
、
古
代
人
の
あ

い
だ
で
大
嘗
祭
を
汚
す
罪
と
し
て
観
ぜ
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
自
明
で
あ

る
。
残
る
の
は
、
斎
服
殿
に
皮
を
剥
い
だ
馬
を
投
げ
い
れ
る
罪
、
す
な
わ

ち
生
け
剥
ぎ
・
逆
剥
ぎ
（
㈲
に
属
す
る
）
で
あ
る
。

　
紀
本
文
に
よ
れ
ば
、
ス
サ
ノ
ヲ
が
皮
を
剥
い
だ
馬
を
斎
服
殿
に
投
げ
入

れ
た
と
き
、
そ
こ
で
は
、
天
照
大
神
が
自
ら
神
衣
を
織
っ
て
い
た
と
い
う
。

神
衣
は
、
神
へ
の
捧
げ
も
の
で
あ
る
。
天
照
大
神
は
、
い
っ
た
い
誰
に
捧

げ
る
た
め
に
そ
れ
を
織
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
お
ほ
ひ
る
め
の
む
ち

　
天
照
大
神
は
、
大
日
嚢
貴
・
大
日
雲
尊
な
ど
と
も
称
せ
ら
れ
る
。
こ

れ
ら
の
別
名
は
、
天
照
大
神
が
元
来
日
神
の
妻
な
い
し
は
日
神
に
仕
え
る

巫
女
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
日
神
の
妻
、
あ
る
い
は
日
神
に
仕

え
る
巫
女
は
、
日
神
の
御
子
の
た
め
に
産
着
を
織
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た

か
。
紀
本
文
が
伝
え
る
天
照
大
神
自
ら
神
衣
を
織
る
様
は
、
日
神
の
妻
も

し
く
は
日
神
に
仕
え
る
巫
女
が
、
新
た
に
生
ま
れ
る
べ
き
日
神
の
御
子
の

た
め
に
産
着
を
織
る
と
い
う
伝
承
の
存
在
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

　
記
紀
の
文
脈
に
お
い
て
、
「
天
の
岩
屋
神
話
」
は
、
追
放
さ
れ
た
ス
サ

一
ノ
ヲ
と
そ
の
子
孫
た
ち
の
物
語
を
は
さ
ん
で
、
天
孫
降
臨
神
話
へ
と
つ
な

が
っ
て
ゆ
く
。
天
孫
降
臨
に
際
し
て
は
、
ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
が
降
臨
神
と

し
て
、
新
た
に
生
ま
れ
出
で
る
。
斎
服
殿
に
お
い
て
天
照
大
神
が
織
る
神

衣
と
は
、
元
来
ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
に
供
さ
れ
る
べ
き
産
着
で
は
な
か
っ
た
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か
、
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ご
の
よ
う
に
、
天
照
大
神
自
ら
神
衣
を
織
る
様
は
、
ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト

の
生
誕
と
結
び
っ
け
て
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
の
生

誕
と
天
孫
降
臨
と
い
う
神
話
上
の
で
き
事
に
は
、
大
嘗
祭
に
お
い
て
演
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
7
一

ら
れ
る
天
皇
の
死
と
復
活
の
擬
態
が
反
映
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
記

紀
が
描
く
と
こ
ろ
の
斎
服
殿
に
お
け
る
天
照
大
神
の
行
動
1
－
－
古
事
記

に
よ
れ
ば
、
天
照
大
神
は
、
天
の
服
織
女
に
命
じ
て
神
衣
を
織
ら
せ
て
い

一
8
）る

－
－
は
、
古
代
人
の
あ
い
だ
で
は
、
元
来
、
大
嘗
祭
に
向
け
て
行

わ
れ
る
行
動
と
し
て
観
ぜ
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
生
け
剥
ぎ
・
逆
剥
ぎ
、
す
な
わ
ち
、

斎
服
殿
の
中
に
皮
を
剥
い
だ
馬
を
投
げ
い
れ
る
行
為
は
、
大
嘗
祭
を
冒
濱

す
る
罪
と
し
て
の
性
格
を
濃
厚
に
も
つ
と
言
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
、
㈹
・
㈲
間
の
つ
な
が
り
が
明
ら
か
に
な
っ
た

か
、
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、
㈹
㈲
は
、
と
も
に
大
嘗
祭
に
関
わ
る
罪
で
あ

る
点
に
お
い
て
、
相
互
に
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
解
し
う
る
。

　
「
大
祓
の
詞
」
は
、
大
嘗
祭
へ
と
収
鮫
さ
れ
る
農
耕
へ
の
侵
害
行
為
一
㈹
）

を
列
挙
し
た
後
に
、
生
け
剥
ぎ
・
逆
剥
ぎ
（
㈲
）
を
あ
げ
、
最
後
に
犀
戸
一
㈲
）

を
あ
げ
て
「
天
っ
罪
」
を
し
め
く
く
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
古
事
記
お

よ
び
紀
本
文
が
ス
サ
ノ
ヲ
の
乱
行
を
列
挙
す
る
順
序
で
は
、
尿
戸
は
、
生

け
剥
ぎ
・
逆
剥
ぎ
に
先
立
っ
。
「
大
祓
の
詞
」
は
、
な
に
ゆ
え
に
、
古
事

記
や
紀
本
文
と
は
逆
に
、
生
け
剥
ぎ
・
逆
剥
ぎ
を
犀
戸
に
先
行
さ
せ
る
の

だ
ろ
う
か
。

　
そ
れ
は
、
「
大
祓
の
詞
」
が
、
大
嘗
の
祭
日
に
焦
点
を
定
め
、
そ
こ
に
．

至
る
ま
で
の
時
間
の
順
序
に
従
っ
て
八
つ
の
「
天
つ
罪
」
を
配
列
し
て
い

る
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
祝
詞
は
、
㈲
の
尿

戸
を
大
嘗
祭
の
当
日
も
し
く
は
そ
の
直
前
に
犯
さ
れ
る
罪
と
看
傲
し
、
か

っ
、
㈹
、
お
よ
び
㈲
の
生
け
剥
ぎ
・
逆
剥
ぎ
を
大
嘗
祭
の
当
日
か
ら
離
れ

た
時
期
一
大
嘗
祭
の
準
備
段
階
）
に
犯
さ
れ
る
（
㈹
は
㈲
に
先
立
つ
）
罪
と
看

傲
し
た
う
え
で
、
時
間
の
順
序
に
従
っ
て
そ
れ
ら
の
罪
を
配
列
し
て
い
る

よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
祝
詞
に
お
い
て
、
㈹
・
㈲

は
、
大
嘗
祭
の
準
備
段
階
か
ら
当
日
に
至
る
時
聞
的
経
過
の
中
で
、
こ
の

祭
を
汚
そ
う
と
い
う
意
図
の
も
と
に
行
わ
れ
る
一
連
の
一
ひ
と
つ
づ
き
の
）

罪
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
結
論

　
本
稿
の
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
総
合
す
れ
ば
、
「
大
祓
の
詞
」
に
言
う
「
天

つ
罪
」
と
は
、
大
嘗
祭
に
関
わ
る
罪
、
す
な
わ
ち
鎮
魂
の
儀
を
内
含
す
る

と
こ
ろ
の
大
嘗
祭
を
汚
す
罪
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
　
　
　
た
だ
し
、

こ
の
祭
を
直
接
汚
す
も
の
は
尿
戸
の
み
で
あ
り
、
ぞ
の
他
は
い
ず
れ
も
そ

れ
を
問
接
的
に
汚
す
も
の
で
あ
る
が
。
　
　
　
大
嘗
祭
は
、
即
位
儀
礼
と

し
て
の
そ
れ
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
新
嘗
祭
と
区
別
さ
れ
る
以
前
の
年
毎
の

　
　
　
　
　
　
　
＾
9
一

大
祭
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
れ
、
い
ず
れ
に
し
て
も
王
家
一
朝
廷
）
に
と
っ
て

最
も
重
要
な
祭
儀
で
あ
っ
た
。
大
嘗
祭
を
汚
す
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ

ず
、
王
家
の
尊
厳
を
蔑
ろ
に
し
、
か
つ
王
家
に
弓
引
く
こ
と
を
意
味
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
「
大
祓
の
詞
」
に
言
う
「
天
つ
罪
」
は
、
王
家
へ
の
反
逆

罪
と
し
て
の
性
格
を
濃
厚
に
も
つ
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
日
本
古
代
の
諸
文
献
に
お
い
て
は
、
ア
メ
・
ア
マ
（
天
）
と
ク
ニ
一
国
）
と

が
対
比
的
に
用
い
ら
れ
る
場
合
、
前
者
が
王
家
（
朝
廷
）
に
深
く
関
わ
る
事

物
に
冠
せ
ら
れ
、
後
者
が
王
家
と
の
関
係
が
か
な
ら
ず
し
も
密
接
で
は
な
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い
土
着
的
・
民
衆
的
な
レ
ベ
ル
の
事
物
に
冠
せ
ら
れ
る
こ
と
も
ま
れ
で
は

な
い
。
つ
ま
り
、
王
家
と
の
関
係
の
深
浅
を
基
準
に
し
て
、
事
物
が
ア
メ
・

ア
マ
を
冠
せ
ら
れ
る
も
の
と
、
ク
ニ
を
冠
せ
ら
れ
る
も
の
と
に
双
分
さ
れ

　
　
　
　
　
一
1
0
〕

る
こ
と
が
あ
る
。

　
ち
な
み
に
、
「
大
祓
の
詞
」
に
言
う
「
天
つ
罪
」
と
は
王
家
の
尊
厳
に

関
わ
る
罪
で
あ
る
が
、
他
方
、
「
国
つ
罪
」
と
は
、
衆
庶
の
日
常
生
活
に

　
　
　
　
　
　
　
一
■
一

関
わ
る
罪
で
あ
る
。
こ
の
点
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
「
大
祓
の
詞
」
も
ま

た
、
右
の
よ
う
な
「
ア
メ
・
ク
ニ
双
分
法
」
に
則
っ
て
諸
々
の
罪
を
「
天

つ
罪
」
と
「
国
つ
罪
」
と
に
二
分
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
祝
詞
は
、
畔
放
ち
以
下
八
つ
の
罪
を
、
王
家
に
関

わ
る
罪
と
見
傲
す
が
ゆ
え
に
、
「
天
っ
罪
」
と
呼
び
、
他
方
、
生
膚
断
ち

以
下
十
四
の
罪
を
、
王
家
と
は
あ
ま
り
関
わ
り
の
な
い
罪
一
衆
庶
の
日
常

生
活
に
関
わ
る
罪
一
と
看
傲
す
が
ゆ
え
に
「
国
つ
罪
」
と
呼
ん
で
い
る
よ

う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

　
　
　
注

（
1
）
古
事
記
は
、
天
照
大
神
が
ス
サ
ノ
ヲ
の
乱
行
を

　
と
記
し
て
い
る
。

一
2
）
『
日
本
書
記
』
お
よ
び
『
古
事
記
』
の
訓
読
は
、

　
　
れ
ぞ
れ
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
『
日
本
書
紀
』

　
集
成
『
古
事
記
』
に
従
っ
た
。

（
3
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
折
口
信
夫
『
古
代
研
究
』

　
全
集
第
三
巻
）
一
八
八
ぺ
ー
ジ
以
下
、
西
郷
信
綱

　
　
一
岩
波
・
昭
和
四
十
二
年
）
八
二
～
八
三
ぺ
ー
ジ
、

み
か
し
二

「
見
畏
」

ん
だ
、

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

原
則
と
し
て
、
そ

と
新
潮
日
本
古
典

一
民
族
学
篇
2
・

『
古
事
記
の
世
界
』

岡
田
精
司
『
古
代

　
　
王
権
の
祭
祀
と
神
話
』
一
塙
書
房
・
昭
和
四
十
五
年
一
六
七
ぺ
ー
ジ
以

　
　
下
等
々
参
照
。

（
4
）
こ
の
こ
と
は
、
つ
と
に
西
郷
信
綱
が
指
摘
し
て
い
る
。
前
掲
書
八
六

　
　
ぺ
ー
ジ
参
照
。

（
5
）
大
嘗
の
祭
儀
に
つ
い
て
は
、
井
上
辰
雄
『
古
代
王
権
と
語
部
』
（
教

　
　
育
社
・
昭
和
五
十
四
年
）
三
六
ぺ
i
ジ
以
下
、
松
前
健
『
古
代
伝
承

　
　
と
宮
廷
祭
祀
』
一
塙
書
房
・
昭
和
四
十
九
年
）
三
七
ぺ
ー
ジ
以
下
、
岡

　
　
田
精
司
前
掲
書
十
五
ぺ
ー
ジ
以
下
等
々
参
照
。

（
6
一
井
上
光
貞
『
日
本
古
代
国
家
の
研
究
』
一
岩
波
・
昭
和
四
十
年
）
二
五

　
　
九
ぺ
－
ジ
、
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
『
日
本
書
紀
』
上
・
補
注
1

　
　
－
七
五
等
に
こ
の
種
の
指
摘
が
見
え
る
。

一
7
）
天
皇
の
死
と
復
活
の
擬
態
は
、
一
方
で
は
天
照
大
神
の
岩
屋
ご
も
り

　
　
と
し
て
一
本
稿
二
参
照
）
、
も
う
一
方
で
は
天
孫
降
臨
謂
と
し
て
、
二

　
　
重
に
神
話
化
さ
れ
て
い
る
。

（
8
）
紀
本
文
・
紀
一
書
・
古
事
記
の
中
で
、
天
照
大
神
自
ら
神
衣
を
織
る

　
　
と
記
す
の
は
、
紀
本
文
の
み
で
あ
る
。
紀
第
一
の
一
書
に
お
い
て
は
、

　
　
稚
日
女
尊
が
そ
れ
を
織
っ
て
い
る
。
古
事
記
に
は
、
「
天
照
大
御
神

　
　
…
－
神
御
衣
織
ら
し
め
た
ま
ひ
し
時
に
…
…
」
と
あ
る
。
従
来
の
研

　
　
究
の
中
に
は
、
紀
本
文
に
ひ
き
ず
ら
れ
て
、
こ
の
一
文
を
、
天
照
大

　
　
神
自
ら
神
衣
を
織
る
様
を
あ
ら
わ
す
と
解
す
る
む
き
も
あ
る
一
西
郷

　
　
信
綱
『
古
事
記
注
釈
』
第
一
巻
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
古
事
記
』
、

　
　
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
『
日
本
書
紀
』
上
・
一
一
四
ぺ
ー
ジ
頭
注

　
　
一
等
々
）
が
、
こ
れ
は
誤
読
で
あ
ろ
う
。
「
し
む
」
の
敬
語
の
助
動
詞

　
　
と
し
て
の
用
法
が
上
代
に
お
い
て
確
例
を
見
な
い
点
（
三
省
堂
『
時
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代
別
国
語
大
辞
典
』
上
代
編
参
照
）
、
お
よ
び
原
文
に
「
令
レ
織
二
神

　
御
衣
一
之
時
」
と
あ
る
点
、
さ
ら
に
は
、
ス
サ
ノ
ヲ
が
馬
を
投
げ
い

　
　
れ
た
と
き
「
天
の
服
織
女
」
が
死
ん
だ
と
あ
る
点
な
ど
を
勘
案
す
れ

　
ば
、
古
事
記
の
天
照
大
神
は
、
自
ら
神
衣
を
織
っ
て
い
る
の
で
は
な

　
く
、
服
織
女
に
命
じ
て
そ
れ
を
織
ら
せ
て
い
る
と
解
さ
な
け
れ
ば
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
テ
ヅ
カ
ラ
オ
リ

　
　
ら
な
い
。
宣
長
も
、
「
さ
て
此
は
大
御
神
の
御
手
自
織
た
ま
ふ
に
は

　
　
　
　
ミ
ソ
オ
リ
メ
　
　
　
　
　
　
オ
ラ

　
非
ず
、
衣
織
女
を
し
て
織
し
め
給
ふ
な
り
」
一
『
古
事
記
伝
』
八
之
巻
）

　
と
述
べ
て
い
る
。
　
　
　
記
伝
は
、
さ
ら
に
紀
本
文
に
つ
い
て
も
、

　
　
「
書
紀
も
同
じ
こ
と
な
り
、
然
る
を
御
手
づ
か
ら
織
り
た
ま
ふ
と
云

　
　
説
は
誤
な
り
」
と
説
く
が
、
こ
れ
に
は
根
拠
が
な
い
。

（
9
）
元
来
、
大
嘗
・
新
嘗
の
区
別
は
な
か
っ
た
。
律
令
的
な
即
位
儀
礼
と

　
　
し
て
の
大
嘗
が
定
め
ら
れ
た
の
は
天
武
朝
の
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
か

　
　
と
推
定
し
う
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
岡
田
精
司
、
前
掲
書
第
－

　
　
部
第
一
参
照
。

（
1
0
）
た
と
え
ば
、
神
々
が
「
天
つ
神
」
と
「
国
っ
神
」
と
に
分
類
さ
れ
る

　
　
場
合
、
原
則
と
し
て
、
前
者
は
朝
廷
と
の
関
係
の
深
い
神
々
を
指
し
、

　
　
後
者
は
、
比
較
的
朝
廷
と
の
関
係
の
浅
い
神
々
（
土
着
神
）
を
指
す
。

　
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
上
田
正
昭
『
日
本
神
話
』
一
岩
波
・
昭
和
四

　
　
十
五
年
）
二
一
八
ぺ
ー
ジ
以
下
参
照
。

（
n
）
「
国
つ
罪
」
と
は
、
殺
人
・
傷
害
罪
、
性
的
タ
ブ
ー
の
侵
犯
、
自
然

　
　
の
災
害
、
病
気
（
肉
体
的
疾
患
一
な
ど
、
人
間
の
日
常
生
活
の
良
好
な

　
　
運
行
を
阻
害
す
る
諸
要
素
一
罪
禍
）
の
総
称
で
あ
る
。

（
い
と
う
・
す
す
む
　
筑
波
大
学
大
学
院
哲
学
・
思
想
研
究
科
在
学
中
一
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