
｢古事記」における草那芸剣

著
名
な
霊
剣
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
「
古
事
記
』
の
草
那
芸
剣
を

論
じ
た
研
究
は
少
な
く
な
い
。
そ
れ
ら
の
研
究
に
お
い
て
草
那
芸
剣
は
、

主
に
『
古
事
記
」
の
特
定
の
物
語
を
読
解
す
る
為
の
重
要
な
要
素
と
し
て

論
じ
ら
れ
て
き
た
。
物
語
を
読
解
す
る
為
に
そ
の
物
語
に
と
っ
て
重
要
と

思
わ
れ
る
要
素
を
分
析
す
る
こ
と
は
無
論
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
し
か
し

「
古
事
記
』
の
草
那
芸
剣
は
、
物
語
の
一
要
素
に
留
ま
ら
な
い
面
を
持
つ

の
で
は
な
い
か
。

『
古
事
記
』
の
草
那
芸
剣
は
、
複
数
の
場
面
に
記
述
さ
れ
る
。
ヲ
ロ
チ

退
治
神
話
で
ヲ
ロ
チ
の
尾
か
ら
発
見
さ
れ
て
以
後
、
天
孫
降
臨
神
話
、
倭

建
東
征
讃
と
、
上
巻
中
巻
の
区
分
も
越
え
、
飛
び
石
的
に
草
那
芸
剣
の
記

述
が
見
出
さ
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
に
お
い
て
、
確
か
に
草
那
芸
剣
は

物
語
の
一
要
素
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
草
那
芸
剣
の
記

述
は
独
立
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
連
続
性
を
持
っ
て
描
か
れ
て
い
る
。

詳
し
く
は
後
述
す
る
が
、
物
語
ご
と
の
草
那
芸
剣
の
記
述
を
追
っ
て
い
く

と
、
草
那
芸
剣
が
所
有
者
を
変
え
な
が
ら
移
動
し
て
い
く
様
子
が
確
認
で

き
る
。
つ
ま
り
、
『
古
事
記
』
は
各
物
語
を
越
え
て
、
所
有
者
を
変
え
な
が

『
古
事
記
」
に
お
け
る
草
那
芸
剣

ｌ
剣
の
遍
歴
讃
と
し
て
読
む
試
み
Ｉ

一
、
は
じ
め
に

「
一
、
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
本
稿
の
立
場
と
先
行
研
究
の
視
点
と
を
、

（１）

具
体
的
に
確
認
し
て
お
く
。
草
那
芸
剣
を
特
定
の
物
語
の
一
要
素
と
し
て

（２）

論
じ
る
研
究
と
し
て
は
、
ま
ず
金
井
清
一
の
論
が
挙
げ
ら
れ
る
。
金
井
論

は
、
天
照
に
対
す
る
須
佐
之
男
の
立
ち
位
置
を
、
草
那
芸
剣
の
献
上
を
通

ら
移
動
し
て
い
く
草
那
芸
剣
を
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、

草
那
芸
剣
を
物
語
の
一
要
素
と
し
て
と
ら
え
る
視
点
で
は
、
『
古
事
記
』
に

お
け
る
草
那
芸
剣
を
十
分
に
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
複
数
あ
る
草
那
芸
剣
の
記
述
を
連
続
し
た
も
の
と

と
ら
え
、
草
那
芸
剣
を
中
心
と
し
た
、
一
貫
し
た
物
語
と
し
て
読
む
こ
と

を
試
み
た
い
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
草
那
芸
剣
の
遍
歴
讃
と
し
て
読
む
の
で

あ
る
。
ヲ
ロ
チ
退
治
神
話
、
天
孫
降
臨
神
話
、
倭
建
東
征
護
と
い
っ
た
、

物
語
単
位
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
既
存
の
把
握
を
越
え
て
、
草
那
芸
剣
の
遍
歴

を
一
貫
し
て
と
ら
え
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
り
『
古
事
記
』

の
草
那
芸
剣
を
と
ら
え
直
し
、
草
那
芸
剣
が
記
述
さ
れ
る
各
場
面
の
新
た

な
読
解
を
目
指
す
。
最
終
的
に
は
、
草
那
芸
剣
を
と
ら
え
直
す
こ
と
で
、
『
古

事
記
』
そ
の
も
の
を
論
じ
る
と
こ
ろ
ま
で
踏
み
こ
ん
で
い
き
た
い
。

’一、先行研究

服
部
剣
仁
矢
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｢古事記ｊにおける草那芸剣

し
て
論
じ
る
。
そ
の
際
に
「
草
那
芸
」
と
い
う
名
称
を
「
古
事
記
』
の
用

字
に
即
し
て
分
析
し
、
人
を
自
発
的
・
強
制
的
に
服
従
さ
せ
る
意
と
す
る
。

だ
か
ら
こ
そ
葦
原
中
国
の
住
人
に
対
し
て
支
配
的
立
場
に
い
た
ヲ
ロ
チ
が

草
那
芸
剣
を
所
持
し
、
須
佐
之
男
は
支
配
者
が
持
つ
べ
き
剣
と
し
て
天
照

に
献
上
し
た
の
だ
と
述
べ
る
。
そ
の
献
上
に
よ
っ
て
、
須
佐
之
男
は
天
照

と
対
立
し
な
い
立
場
に
あ
る
こ
と
を
示
し
た
の
だ
と
い
う
。
天
照
に
対
す

る
須
佐
之
男
の
立
ち
位
置
を
『
古
事
記
』
の
文
脈
の
中
で
論
じ
る
も
の
で
、

草
那
芸
剣
は
物
語
を
読
解
す
る
為
の
一
要
素
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

須
佐
之
男
と
天
照
の
関
係
に
つ
い
て
は
首
肯
さ
れ
る
が
、
金
井
論
の
よ
う

に
、
草
那
芸
剣
を
人
々
を
ま
つ
ろ
わ
せ
る
支
配
者
が
持
つ
べ
き
剣
と
し
て

し
ま
う
と
、
草
那
芸
剣
が
最
終
的
に
尾
張
国
造
の
祖
・
美
夜
受
比
売
の
許

に
置
か
れ
る
こ
と
が
説
明
し
づ
ら
い
。

（３）

も
う
一
つ
、
先
行
研
究
の
例
と
し
て
谷
口
雅
博
の
論
を
見
て
お
く
。
谷

口
論
は
、
倭
建
東
征
證
の
草
那
芸
剣
に
つ
い
て
、
剣
の
出
自
及
び
倭
建
と

の
関
係
か
ら
考
察
す
る
。
谷
口
論
は
、
ま
ず
天
孫
降
臨
神
話
で
の
草
那
芸

剣
が
所
謂
三
種
の
神
器
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
上

で
、
ヲ
ロ
チ
か
ら
草
那
芸
剣
が
出
現
す
る
こ
と
を
重
視
し
、
「
古
事
記
』

の
草
那
芸
剣
は
「
地
上
世
界
の
混
沌
・
破
壊
的
な
力
を
象
徴
す
る
」
ヲ
ロ

チ
の
性
質
を
受
け
継
ぐ
存
在
で
は
な
い
か
と
述
べ
る
。
そ
の
際
、
須
佐
之

男
が
草
那
芸
剣
を
「
異
物
」
と
す
る
こ
と
か
ら
も
神
器
と
し
て
扱
わ
れ
て

い
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
の
上
で
、
東
征
で
草
那
芸
剣
を
持
ち
出
す

倭
建
に
つ
い
て
、
極
度
の
暴
力
性
を
持
ち
、
そ
の
力
は
王
権
の
内
に
向
へ

ば
マ
イ
ナ
ス
に
働
く
が
、
外
に
向
か
え
ば
プ
ラ
ス
に
働
く
存
在
で
あ
る
と

と
ら
え
る
。
そ
し
て
「
混
沌
・
破
壊
的
な
力
の
象
徴
」
た
る
ヲ
ロ
チ
の
性

質
を
受
け
継
ぐ
草
那
芸
剣
は
、
倭
建
に
重
な
る
も
の
で
あ
り
、
王
権
の
内

で
は
な
く
外
に
向
か
っ
て
力
を
発
揮
す
べ
き
存
在
で
あ
る
と
す
る
。
谷
口

論
で
は
草
那
芸
剣
の
記
述
同
士
を
関
連
さ
せ
て
お
り
、
本
稿
の
視
点
に
近

い
よ
う
に
も
思
え
る
。
し
か
し
論
文
の
題
名
を
見
て
も
分
か
る
よ
う
に
、

あ
く
ま
で
論
の
中
心
は
倭
建
東
征
讃
に
あ
り
、
須
佐
之
男
か
ら
天
照
へ
の

草
那
芸
剣
の
譲
渡
や
、
天
照
か
ら
邇
々
芸
へ
の
草
那
芸
剣
の
下
賜
に
つ
い

て
は
、
神
器
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
の
み
で
そ
れ
以

上
の
追
及
は
行
っ
て
い
な
い
。
剣
の
遍
歴
證
と
し
て
読
む
視
点
と
は
異
な

る。金
井
、
谷
口
両
氏
の
論
は
、
草
那
芸
剣
を
物
語
の
一
要
素
と
し
て
と
ら

え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
論
に
よ
っ
て
重
視
す
る
草
那
芸
剣
の
記
述
が
異
な

る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
。
こ
の
よ
う
な
、
草
那
芸
剣
を
物
語
の
一
要
素
と

し
て
と
ら
え
る
視
点
で
は
、
草
那
芸
剣
の
記
述
全
体
を
考
え
た
と
き
、
と

ら
え
切
れ
て
い
な
い
面
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
草
那
芸
剣
の

記
述
を
連
続
し
た
も
の
と
考
え
、
草
那
芸
剣
の
遍
歴
認
と
し
て
読
む
。
そ

れ
に
よ
っ
て
『
古
事
記
』
の
草
那
芸
剣
を
と
ら
え
直
し
、
『
古
事
記
」
の

新
た
な
読
み
に
つ
な
げ
た
い
。

草
那
芸
剣
が
初
め
て
描
か
れ
る
の
は
、
ヲ
ロ
チ
退
治
神
話
に
お
い
て
で

あ
る
。
国
神
で
あ
る
足
名
椎
・
手
名
椎
の
娘
を
毎
年
食
い
に
来
る
ヲ
ロ
チ

が
、
天
か
ら
降
っ
て
き
た
須
佐
之
男
に
退
治
さ
れ
る
。

ま
こ
と

④
其
の
八
俣
の
を
ろ
ち
、
信
に
言
の
如
く
来
て
、
乃
ち
船
ご
と
に
己

心え

が
頭
を
垂
れ
入
れ
、
其
の
酒
を
飲
み
き
。
是
に
、
飲
み
酔
ひ
留
り
伏

い

み

は

し
て
寝
ね
き
。
爾
く
し
て
、
速
須
佐
之
男
命
、
其
の
御
侃
か
し
せ
る

十
拳
の
剣
を
抜
き
て
、
其
の
蛇
を
切
り
散
し
し
か
ば
、
肥
河
、
血
に

三
、
草
那
芸
剣
の
出
現
と
移
動
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｢古事記ｊにおける草那芸剣

み
は
か
し

変
り
て
流
れ
き
。
故
、
其
の
中
の
尾
を
切
り
し
時
に
、
御
刀
の
刃
、

あ
や

段
れ
き
。
爾
く
し
て
、
怪
し
と
思
ひ
、
御
刀
の
前
を
以
て
刺
し
割
き

て
見
れ
ば
、
剣
洲
矧
剣
馴
刻
刎
田
川
。
故
、
此
の
大
刀
を
取
り
て
、
異

し
き
物
と
思
ひ
て
、
天
照
大
御
神
に
白
し
上
げ
き
。
是
は
、
草
那
芸

劃
対
刑
ぞ
。
（
上
巻
ヲ
ロ
チ
退
治
）

須
佐
之
男
が
用
意
さ
せ
た
酒
に
酔
っ
て
寝
た
ヲ
ロ
チ
は
、
切
り
散
ら
さ

（４）

れ
る
。
そ
の
際
に
ヲ
ロ
チ
の
尾
か
ら
「
つ
む
羽
の
大
刀
」
が
取
り
出
さ
れ
、

「
異
し
き
物
」
と
し
て
天
照
に
「
白
し
上
げ
」
ら
れ
る
。
「
古
事
記
』
は
こ

れ
が
「
草
那
芸
之
大
刀
」
で
あ
る
と
い
う
。
剣
の
遍
歴
讃
と
し
て
見
た
と

き
、
大
刀
と
ヲ
ロ
チ
の
関
係
及
び
、
須
佐
之
男
の
天
照
へ
の
「
白
し
上
げ
」

の
二
点
が
問
題
と
な
ろ
う
。

前
掲
谷
口
論
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ヲ
ロ
チ
の
身
体
か
ら
取
り
出
さ
れ

た
以
上
、
ヲ
ロ
チ
と
草
那
芸
剣
は
何
ら
か
の
連
続
性
を
持
つ
と
考
え
ら
れ

る。また、ヲロチは切られる際には「蛇」と書かれる髄、『古事記』

（６）

に
お
い
て
蛇
と
刀
剣
は
類
似
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
一
方
で
、
ヲ
ロ
チ
と
草
那
芸
剣
は
同
じ
も
の
で
は
な
い
。
ヲ
ロ

チ
が
須
佐
之
男
の
十
拳
剣
に
切
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
草
那
芸
剣
は
十
拳

み
は
か
し

剣
の
刃
を
砕
く
（
「
御
刀
の
刃
、
段
れ
き
」
）
。
ま
た
、
ヲ
ロ
チ
の
姿
は
、

次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

、
彼
の
目
は
、
赤
か
が
ち
の
如
く
し
て
、
身
一
つ
に
八
つ
の
頭
・
八
つ

ひ

か

げ

ひ

す

ぎ

の
尾
有
り
。
亦
、
其
の
身
に
蕊
と
桧
・
椙
と
生
ひ
、
其
の
長
さ
は

た
に
や
た
に
を
や
を

ち
あ

鶏
八
谷
・
峡
八
尾
に
度
り
て
、
其
の
腹
を
見
れ
ば
、
悉
く
常
に
血
え

た
だ

ほ
ほ
づ
き

燗
れ
た
り
。
〈
此
に
赤
か
が
ち
と
詣
へ
る
は
、
今
の
酸
醤
ぞ
〉
。
（
同
④
）

（７）

身
体
に
植
物
が
生
え
、
長
さ
は
幾
つ
も
の
谷
と
尾
根
と
に
渡
る
と
い
う
。

ほ
と
ん
ど
山
地
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
姿
の
ヲ
ロ
チ
が
、
足
名
椎
の
娘
．

櫛
名
田
比
売
を
食
い
に
来
る
。
櫛
名
田
比
売
は
ク
シ
・
イ
ナ
ダ
・
ヒ
メ
（
霊

妙
な
稲
田
の
姫
）
の
約
ま
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
稲
田
で
あ
る
。

山
地
の
よ
う
な
ヲ
ロ
チ
が
、
稲
田
を
食
い
に
来
る
の
で
あ
る
。
ヲ
ロ
チ
の

姿
や
振
る
舞
い
は
、
自
然
の
破
壊
的
な
側
面
を
体
現
し
た
も
の
と
み
ら
れ

る
。
こ
こ
に
草
那
芸
剣
や
刀
剣
の
要
素
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
金

井
論
な
ど
、
ヲ
ロ
チ
を
草
那
芸
剣
の
所
持
者
と
見
な
す
見
方
も
あ
る
が
、

難
し
い
の
で
は
な
い
か
。

ヲ
ロ
チ
と
草
那
芸
剣
は
連
続
性
を
持
ち
つ
つ
も
、
同
じ
も
の
で
は
な
い
。

何
故
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
の
か
。
そ
れ
は
、
草
那
芸
剣
の
出
現
に
は

須
佐
之
男
の
介
在
が
あ
る
為
と
考
え
ら
れ
る
。
酒
や
刀
剣
に
よ
っ
て
、
須

佐
之
男
が
ヲ
ロ
チ
の
身
体
に
激
し
く
働
き
か
け
た
際
に
、
草
那
芸
剣
は
現

れ
る
。
そ
れ
は
、
須
佐
之
男
の
働
き
か
け
が
あ
っ
て
初
め
て
草
那
芸
剣
は

現
れ
る
こ
と
が
で
き
た
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
。
草
那
芸
剣
は

ヲ
ロ
チ
の
体
内
に
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
ヲ
ロ
チ
が
所
持
し
て
い
た
と
考
え

る
の
が
自
然
で
あ
る
。
し
か
し
『
古
事
記
』
で
の
描
か
れ
方
か
ら
す
る
と
、

草
那
芸
剣
は
、
須
佐
之
男
と
ヲ
ロ
チ
の
接
触
よ
っ
て
現
れ
た
刀
剣
と
し
て

描
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ヲ
ロ
チ
か
ら
取
り
出
さ
れ
た
「
大
刀
」
（
草
那
芸
剣
）
は
、
「
異
し
き
物

（
異
物
）
」
と
し
て
天
照
へ
「
白
し
上
げ
（
白
上
と
ら
れ
る
。
「
異
物
」
に

つ
い
て
は
、
前
掲
谷
口
論
が
「
異
」
用
例
の
検
討
か
ら
、
「
異
物
」
と
は

須
佐
之
男
の
感
じ
た
「
判
断
不
能
の
異
質
さ
・
不
思
議
さ
」
を
表
し
、
「
神

（８）

剣
」
と
し
て
献
上
し
た
「
日
本
書
紀
』
と
は
意
味
合
い
が
異
な
る
と
し
た

こ
と
に
従
い
た
い
。

「
白
上
」
は
諸
注
、
〈
「
大
刀
」
獲
得
の
経
緯
を
述
べ
て
献
上
す
る
〉
意

と
す
る
が
、
異
論
も
あ
る
。
松
本
直
樹
は
、
「
古
事
記
』
に
お
け
る
「
上
」

-９２-
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（
動
詞
）
及
び
「
動
詞
十
上
」
の
用
例
の
検
討
か
ら
、
「
白
上
」
に
刀
剣
献

上
の
意
味
は
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
。
そ
の
為
草
那
芸
剣
が
い
つ
天
照
に

渡
っ
た
か
が
分
か
ら
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
し
、
そ
れ
は
、
非
王
権

的
な
須
佐
之
男
と
、
王
権
の
象
徴
た
る
草
那
芸
剣
の
関
係
を
暖
昧
に
す
る

（９）

為
だ
と
い
う
。

松
本
論
の
通
り
で
あ
れ
ば
、
む
し
ろ
『
古
事
記
」
は
草
那
芸
剣
の
遍
歴

を
積
極
的
に
描
い
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
確
か
に
、
「
動
詞
十
上
」

の
用
例
を
見
る
と
、
「
白
上
」
を
献
上
の
意
と
す
る
の
は
難
し
い
。
し
か

し
、
も
し
④
で
刀
剣
の
移
動
が
語
ら
れ
て
い
な
い
と
す
る
と
、
今
度
は
「
白

上
」
の
く
だ
り
が
何
故
存
在
す
る
の
か
が
分
か
ら
な
く
な
る
。
松
本
論
で

は
暖
昧
化
の
参
考
と
し
て
『
古
事
記
』
で
は
須
佐
之
男
が
根
国
に
渡
る
描

写
が
省
略
さ
れ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
何
故
そ
の
よ
う
に
「
白

し
上
げ
」
の
く
だ
り
も
省
略
さ
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
後
の
場
面
で

は
、
草
那
芸
剣
は
天
照
が
所
有
し
て
い
る
。
む
し
ろ
、
高
天
原
を
追
放
さ

れ
た
須
佐
之
男
が
、
大
刀
の
こ
と
を
わ
ざ
わ
ざ
天
照
に
「
白
し
上
げ
」
た

と
描
か
れ
る
こ
と
で
、
そ
こ
に
刀
剣
の
移
動
は
十
分
表
現
さ
れ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
。

で
は
、
草
那
芸
剣
が
須
佐
之
男
か
ら
天
照
へ
移
動
す
る
こ
と
は
ど
の
よ

う
に
考
え
た
ら
よ
い
の
か
。
ひ
と
つ
に
は
前
掲
金
井
論
の
よ
う
に
高
天
原

と
葦
原
中
国
と
い
っ
た
「
古
事
記
』
の
世
界
関
係
の
問
題
と
し
て
考
え
る

方
法
が
あ
る
。
天
照
が
高
天
原
の
主
宰
神
か
つ
天
神
御
子
の
祖
で
あ
り
、

須
佐
之
男
が
大
国
主
の
祖
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
当
然
の
視
点
と
も

い
え
る
。
し
か
し
須
佐
之
男
か
ら
天
照
へ
の
剣
の
移
動
を
、
草
那
芸
剣
の

遍
歴
の
一
過
程
と
考
え
る
と
、
従
来
で
は
見
え
な
か
っ
た
こ
と
も
見
え
て

く
る
。
『
古
事
記
」
の
草
那
芸
剣
は
、
以
下
の
よ
う
に
展
開
す
る
。

①
須
佐
之
男
が
ヲ
ロ
チ
の
尾
か
ら
草
那
芸
之
大
刀
を
取
り
出
し
、
天
照

に
譲
渡
す
る
。

②
天
照
か
ら
、
地
上
に
降
臨
す
る
邇
々
芸
へ
草
那
芸
剣
が
授
け
ら
れ
る
。

③
伊
勢
の
倭
比
売
か
ら
、
東
征
に
向
か
う
倭
建
に
草
那
芸
剣
が
授
け
ら

れる。

④
倭
建
が
相
模
国
で
野
火
の
難
に
あ
っ
た
際
、
「
其
御
刀
」
（
草
那
芸
剣
）

等
で
難
を
逃
れ
る
。

⑤
倭
建
が
美
夜
受
比
売
の
許
に
草
那
芸
剣
を
置
い
て
伊
服
山
の
神
の
討

伐
に
向
う
が
、
返
り
討
ち
に
あ
っ
て
衰
弱
し
、
女
の
許
に
置
い
た
「
つ

る
き
の
た
ち
」
に
つ
い
て
歌
っ
て
死
ぬ
。

須
佐
之
男
↓
天
照
↓
邇
々
芸
↓
倭
比
売
↓
倭
建
↓
美
夜
受
比
売
と
所
有

者
が
展
開
す
る
。
草
那
芸
剣
の
移
動
全
体
を
見
る
と
、
女
性
の
許
に
置
か

れ
、
男
性
が
持
ち
出
し
て
移
動
し
、
ま
た
女
性
の
許
に
置
か
れ
る
、
と
い

う
展
開
の
繰
り
返
し
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
草
那
芸
剣
の
移
動

に
は
性
別
の
問
題
が
関
わ
っ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
須
佐
之
男
か
ら
天

照
へ
の
草
那
芸
剣
の
移
動
も
、
草
那
芸
剣
は
女
性
が
基
本
的
に
保
有
す
る

と
い
う
傾
向
の
一
環
と
考
え
ら
れ
る
。
何
故
こ
の
よ
う
な
傾
向
が
あ
る
か

に
つ
い
て
は
、
美
夜
受
比
売
の
所
で
女
性
と
草
那
芸
剣
の
関
係
を
探
り
な

が
ら
考
察
す
る
。
こ
こ
で
は
草
那
芸
剣
の
移
動
に
は
所
有
者
の
性
別
の
問

題
が
あ
り
、
須
佐
之
男
か
ら
天
照
へ
の
草
那
芸
剣
の
譲
渡
に
も
そ
れ
が
関

わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
に
留
め
る
。

草
那
芸
剣
が
次
に
描
か
れ
る
の
は
、
邇
々
芸
命
が
葦
原
中
国
に
天
降
る
、

所
謂
天
孫
降
臨
の
場
面
で
あ
る
。
草
那
芸
剣
は
、
鏡
・
聰
、
そ
し
て
諸
々

四
、
草
那
芸
剣
が
授
け
ら
れ
る
と
き

- ９ ３ -
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の
神
と
と
も
に
天
照
か
ら
邇
々
芸
へ
と
授
け
ら
れ
る
。
剣
の
遍
歴
護
と
し

て
見
た
と
き
、
草
那
芸
剣
が
天
降
り
に
際
し
て
授
け
ら
れ
る
こ
と
の
意
味

と
、
草
那
芸
剣
と
と
も
に
授
け
ら
れ
る
神
や
物
と
、
草
那
芸
剣
の
関
係
が

問
題
と
な
る
。

⑧
爾
し
て
、
天
児
屋
命
・
布
刀
玉
命
・
天
宇
受
売
命
・
伊
斯
許
理
度
売

い，と

命
・
玉
祖
命
、
井
せ
て
五
り
の
伴
緒
を
支
ち
加
へ
て
天
降
し
き
。
是

に
、
其
の
を
き
し
八
尺
の
勾
聰
・
鏡
と
草
那
芸
剣
と
、
亦
、
常
世
思

金
神
・
手
力
男
神
・
天
石
門
別
神
を
副
へ
賜
ひ
て
、
詔
ひ
し
ぐ
、
「
此

の
鏡
は
、
専
ら
我
が
御
魂
と
為
て
、
吾
が
前
を
拝
む
が
如
く
、
い
つ

き
奉
れ
」
と
の
り
た
ま
ひ
、
次
に
、
「
思
金
神
は
、
前
の
事
を
取
り

せ

持
ち
て
政
を
為
よ
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
此
の
二
柱
の
神
は
、
さ
く

く
し
ろ
伊
須
受
能
宮
を
拝
み
祭
り
き
。
次
に
登
由
宇
気
神
、
此
は
、

わ
た
ら
ひ

外
宮
の
度
相
に
坐
す
神
ぞ
。
次
に
…
（
上
巻
天
孫
降
臨
）

以
下
授
け
ら
れ
る
神
々
の
説
明
が
続
く
。
④
で
天
照
が
授
け
る
諸
々
の

も
の
は
、
実
は
天
降
り
の
当
初
か
ら
授
け
ら
れ
て
い
た
も
の
で
は
な
い
。

お
ほ

ｅ
是
を
以
て
、
白
し
し
随
に
、
日
子
番
能
邇
々
芸
命
に
科
せ
て
詔
ひ
し

ぐ
、
「
此
の
豊
葦
原
水
穂
国
は
、
汝
が
知
ら
さ
む
国
ぞ
と
言
依
し
賜
ふ
。

故
、
命
の
随
に
天
降
る
べ
し
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
爾
く
し
て
、
日

や
ち
ま
た

子
番
能
邇
々
芸
命
の
天
降
ら
む
と
す
る
時
に
、
天
の
八
街
に
居
て
、

て
ら

上
は
高
天
原
を
光
し
、
下
は
葦
原
中
国
を
光
す
神
、
是
に
有
り
。（同④）

葦
原
中
国
が
平
定
さ
れ
た
後
、
天
照
の
命
を
受
け
て
邇
々
芸
は
天
降
ろ

う
と
す
る
。
そ
の
と
き
、
行
く
手
に
強
い
光
を
放
つ
神
が
現
れ
る
。
国
神
．

猿
田
毘
古
神
と
の
避
遁
で
あ
る
。
こ
の
＠
の
後
に
続
く
部
分
で
、
天
宇
受

売
の
働
き
に
よ
っ
て
神
の
正
体
が
現
さ
れ
、
猿
田
毘
古
は
天
神
御
子
の
天

降
り
を
迎
え
に
参
上
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
強
い
光
を
放
つ
こ
と
や
、
特

別
に
天
宇
受
売
を
以
て
正
体
を
問
う
こ
と
な
ど
か
ら
、
強
力
な
神
で
あ
る

こ
と
が
う
が
か
わ
れ
る
。
こ
の
猿
田
毘
古
と
の
邇
遁
の
後
に
、
⑤
の
記
述

が
あ
る
。
ｅ
の
天
降
り
で
は
、
④
で
授
け
る
も
の
を
何
一
つ
授
け
ず
に
天

降
ら
せ
て
い
る
。
そ
れ
が
、
猿
田
毘
古
と
の
擢
遁
を
経
た
⑧
で
は
、
多
く

の
神
と
物
を
授
け
て
天
降
ら
せ
て
い
る
。
こ
の
ｅ
ｏ
の
違
い
は
、
状
況
か

ら
考
え
れ
ば
、
猿
田
毘
古
と
の
避
遁
が
原
因
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

国
譲
り
に
よ
っ
て
葦
原
中
国
は
平
定
さ
れ
た
が
、
ｅ
が
あ
る
こ
と
で
、

葦
原
中
国
に
は
未
知
の
強
力
な
神
が
存
在
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
。
未
知
の
神
が
存
在
す
る
葦
原
中
国
に
入
っ
て
い
く
際
に
、

草
那
芸
剣
は
持
ち
出
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
倭
建
に
草
那
芸
剣
が
授
け

ら
れ
る
場
面
に
お
い
て
再
度
考
え
た
い
。
こ
こ
で
は
未
知
の
神
と
の
避
遁

が
、
剣
の
下
賜
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し

ておく。
で
は
、
草
那
芸
剣
と
と
も
に
授
け
ら
れ
る
神
や
物
と
、
草
那
芸
剣
の
関

係
は
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
の
か
。
「
聰
」
「
鏡
」
を
修
飾
す
る
「
其
の
を
き

を
き

し
（
其
遠
岐
斯
）
」
は
諸
注
指
摘
す
る
よ
う
に
「
其
の
招
し
」
で
、
天
石

屋
戸
神
話
に
お
い
て
、
天
石
屋
戸
か
ら
天
照
を
誘
い
だ
し
た
こ
と
を
指
す
。

ま
た
授
け
ら
れ
る
神
々
も
、
み
な
天
石
屋
戸
に
関
わ
る
。
天
石
門
別
神
の

み
天
石
屋
戸
神
話
に
登
場
し
な
い
が
、
前
掲
谷
口
論
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

神
名
自
体
が
天
石
屋
戸
神
話
を
表
す
と
み
ら
れ
る
。
④
の
後
に
実
際
に
天

降
る
様
子
が
描
か
れ
る
が
、
そ
こ
で
武
器
を
持
っ
て
先
導
し
て
い
る
天
忍

日
・
天
津
久
米
は
、
④
で
は
授
け
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
言
っ

て
も
、
⑧
で
天
石
屋
戸
関
連
の
も
の
ば
か
り
授
け
ら
れ
て
い
る
の
は
偶
然

と
は
考
え
に
く
い
。

-９４-
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（叩）

『
新
編
全
集
』
は
、
天
照
の
秩
序
が
高
天
原
と
葦
原
中
国
を
貫
く
も
の

で
あ
る
こ
と
を
示
す
の
が
天
石
屋
戸
神
話
で
あ
り
、
そ
の
神
話
と
の
結
び

つ
き
を
示
す
こ
と
で
、
天
照
の
血
統
で
あ
る
邇
々
芸
が
葦
原
中
国
を
支
配

す
る
こ
と
の
正
統
性
を
示
す
と
述
べ
て
い
る
。
谷
口
論
は
、
ヲ
ロ
チ
退
治

神
話
を
背
景
と
す
る
草
那
芸
剣
は
、
天
石
屋
戸
神
話
に
関
わ
る
こ
れ
ら
の

神
や
物
と
は
異
質
な
存
在
で
あ
り
、
三
種
の
神
器
と
い
う
扱
い
で
は
な
い

こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
れ
ら
の
指
摘
は
と
も
に
首
肯
さ
れ
る
。
し
か
し
ど

ち
ら
も
、
草
那
芸
剣
が
、
天
石
屋
戸
関
係
の
品
々
・
神
々
と
と
も
に
授
け

ら
れ
る
こ
と
の
意
味
を
説
明
す
る
も
の
で
は
な
い
。
草
那
芸
剣
と
と
も
に

授
け
ら
れ
る
諸
々
の
も
の
と
、
草
那
芸
剣
は
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
草
那
芸
剣
は
基
本
的
に
女
性
が
保
管
す
る
刀
剣

と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
④
で
も
、
天
照
が
草
那
芸
剣
を
持
っ
て
い
る
こ

と
で
、
須
佐
之
男
が
譲
渡
し
て
以
降
、
剣
が
ず
っ
と
天
照
の
許
に
あ
っ
た

こ
と
が
分
か
る
。
④
で
草
那
芸
剣
と
と
も
に
授
け
ら
れ
た
も
の
は
、
天
照

の
分
身
た
る
鏡
と
、
天
石
屋
戸
で
天
照
を
招
き
だ
し
た
物
や
神
で
あ
る
。

言
っ
て
み
れ
ば
、
天
照
を
顕
現
さ
せ
る
為
の
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
れ
ら
が
剣
と
と
も
に
授
け
ら
れ
た
の
は
、
葦
原
中
国
に
あ
っ
て
も
、
草

那
芸
剣
が
天
照
の
許
に
あ
る
の
と
同
じ
状
況
を
作
り
だ
す
為
で
も
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
。
次
に
草
那
芸
剣
が
登
場
す
る
際
に
、
剣
が
伊
勢
神
宮
に

あ
る
こ
と
も
そ
れ
を
傍
証
す
る
。
そ
の
間
の
経
緯
は
描
か
れ
な
い
が
、
草

那
芸
剣
が
天
照
（
女
性
）
の
許
で
保
管
さ
れ
る
べ
き
存
在
で
あ
り
、
天
照

を
顕
現
さ
せ
る
も
の
と
と
も
に
降
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
天
照
を
祭
る
伊

勢
に
草
那
芸
剣
が
存
在
す
る
の
は
自
明
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

伊
勢
に
置
か
れ
た
草
那
芸
剣
は
、
東
征
に
向
か
う
倭
建
に
授
け
ら
れ
る
。

④
故
、
命
を
受
け
て
罷
り
行
き
し
時
に
、
伊
勢
大
御
神
宮
に
参
ゐ
入
り

み
か
ど
お
る
が

て
、
神
の
朝
廷
を
拝
み
て
、
即
ち
其
の
嬢
倭
比
売
命
に
白
さ
く
、
「
天

ゆ

ゑ

な

に

皇
の
既
に
吾
を
死
ね
と
思
ふ
所
以
や
、
何
。
西
の
方
の
悪
し
き
人
等

を
撃
ち
に
遣
し
て
、
返
り
参
ゐ
上
り
来
し
間
に
、
未
だ
幾
ば
く
の
時

い
ぐ
さ
ど
も

基」ら

を
経
ぬ
に
、
軍
衆
を
賜
は
ず
し
て
、
今
更
に
東
の
方
の
十
二
の
道

の
悪
し
き
人
等
を
平
げ
に
遣
し
つ
。
此
に
因
り
て
思
惟
ふ
に
、
猶
吾

を
既
に
死
ね
と
思
ほ
し
看
す
ぞ
」
と
、
患
へ
泣
き
て
罷
り
し
時
に
、

倭
比
売
命
、
劃
洲
当
釧
を
賜
ひ
、
亦
、
御
嚢
を
賜
ひ
て
、
詔
ひ
し
ぐ
、
「
若

に
は

し
急
か
な
る
事
有
ら
ば
、
舷
の
嚢
の
口
を
解
け
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。

（
景
行
記
倭
建
東
征
）

自
ら
の
死
を
予
感
す
る
倭
建
に
対
し
て
、
倭
比
売
は
草
那
芸
剣
と
嚢
を

渡
し
、
火
急
の
こ
と
が
あ
れ
ば
嚢
の
口
を
開
け
ろ
と
い
う
。
物
語
の
中
で

は
、
草
那
芸
剣
は
倭
建
の
生
命
を
助
け
る
も
の
と
し
て
嚢
と
と
も
に
授
け

ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
後
の
場
面
で
、
実
際
に
倭
建
の
生
命
を
救
う
。

④
爾
く
し
て
、
其
の
国
造
、
火
を
其
の
野
に
著
け
き
。
故
、
欺
か
え
ぬ

と
知
り
て
、
其
の
嬢
倭
比
売
命
の
給
へ
る
嚢
の
口
を
解
き
開
け
て
見

・っ一つ

順

れ
ば
、
火
打
、
其
の
裏
に
有
り
。
是
に
、
先
づ
其
の
御
刀
を
以
て
草

を
刈
り
擬
ひ
、
其
の
火
打
を
以
て
火
を
打
ち
出
し
て
、
向
ひ
火
を
著

け
て
焼
き
退
け
、
還
り
出
で
て
、
皆
其
の
国
造
等
を
切
り
滅
し
て
、

即
ち
火
を
著
け
て
焼
き
き
。

（同④）

草
那
芸
剣
と
は
な
い
が
、
嚢
と
と
も
に
使
用
さ
れ
、
か
つ
「
其
の
御
刀
（
其

御
刀
）
」
と
あ
る
の
で
、
草
那
芸
剣
と
分
か
る
。
「
其
」
は
前
出
の
も
の
を

表
す
。
嚢
と
剣
が
な
け
れ
ば
死
ん
で
い
た
場
面
で
あ
る
。
倭
建
東
征
に
お

い
て
、
草
那
芸
剣
は
倭
建
を
守
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し

な
ぜ
倭
建
を
守
る
も
の
が
草
那
芸
剣
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
単
に
現
在
熱

田
社
に
あ
る
か
ら
と
い
う
だ
け
だ
ろ
う
か
。
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景
行
天
皇
の
倭
建
に
対
す
る
詔
に
「
東
の
方
の
十
二
の
道
の
荒
ぶ
る
神

と
ま
つ
る
は
い
人
等
を
言
向
け
和
し
平
げ
よ
」
と
あ
る
通
り
、
倭
建
の
西

国
征
伐
で
は
前
面
に
現
れ
て
い
な
か
っ
た
神
々
と
の
対
決
が
、
東
征
で
は

（Ⅲ）

中
心
的
に
描
か
れ
る
。
こ
れ
に
つ
き
西
郷
信
綱
は
、
東
国
は
西
国
に
比
し

て
「
未
開
の
蛮
地
」
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
西
国
と
は
質
が
異
な
る
こ（吃）

と
を
指
摘
す
る
。
だ
か
ら
こ
そ
強
力
な
剣
が
要
請
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
。

西
郷
論
の
言
う
よ
う
に
、
東
国
が
神
と
出
会
う
未
開
の
領
域
で
あ
る
と
す

れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
領
域
に
入
っ
て
い
く
際
に
草
那
芸
剣
は
倭
建
に
授
け

ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
天
孫
降
臨
の
際
の
葦
原
中
国
も
、
未
知
の
国
神
と

出
会
う
領
域
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
草
那
芸
剣
が
授
け
ら
れ

る
二
つ
の
場
面
を
あ
わ
せ
て
考
え
る
と
、
地
上
の
神
と
接
触
す
る
領
域
に

入
る
際
に
、
草
那
芸
剣
は
授
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

何
故
そ
の
よ
う
な
刀
剣
と
し
て
描
か
れ
る
の
か
。
草
那
芸
剣
は
、
須
佐

之
男
と
ヲ
ロ
チ
と
が
接
触
す
る
中
で
出
現
し
た
刀
剣
で
あ
る
。
ヲ
ロ
チ
は
、

国
神
・
足
名
椎
ら
を
圧
倒
す
る
存
在
で
あ
り
、
須
佐
之
男
は
、
そ
の
ヲ
ロ

チ
を
退
治
し
た
存
在
で
あ
る
。
地
上
の
神
と
出
会
う
領
域
に
入
る
際
に
草

那
芸
剣
が
授
け
ら
れ
る
の
は
、
ヲ
ロ
チ
退
治
神
話
に
出
自
を
持
つ
草
那
芸

剣
を
持
ち
出
す
こ
と
で
、
地
上
の
神
に
対
し
て
優
位
性
を
示
す
と
い
う
こ

と
な
の
で
は
な
い
か
。

し
か
し
草
那
芸
剣
を
、
地
上
の
神
と
出
会
う
領
域
に
入
る
際
に
授
け
ら

れ
る
刀
剣
と
す
る
と
、
神
武
東
征
に
お
い
て
授
け
ら
れ
る
「
横
刀
」
と
の

関
係
が
問
題
と
な
る
。
神
武
東
征
に
お
い
て
、
伊
波
礼
毘
古
（
神
武
）
と

そ
の
軍
が
熊
野
で
失
神
し
た
際
、
そ
の
地
に
住
む
高
倉
下
が
「
横
刀
」
を

も
た
ら
す
。
そ
の
「
横
刀
」
を
受
け
取
る
と
、
伊
波
礼
毘
古
は
目
を
覚
ま

し
、
荒
ぶ
る
神
は
み
な
自
ず
か
ら
切
り
倒
さ
れ
、
軍
も
目
を
覚
ま
す
。
こ

の
「
横
刀
」
は
、
天
照
の
要
請
に
よ
っ
て
建
御
雷
が
地
上
に
降
し
た
も
の

で
、
葦
原
中
国
を
平
定
し
た
刀
剣
で
あ
る
と
い
う
（
神
武
記
）
。
神
武
東

征
で
は
、
新
た
に
進
入
し
た
土
地
で
荒
ぶ
る
神
と
接
触
し
た
際
に
、
特
別

な
刀
剣
が
降
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
と
き
高
木
神
は
「
天
つ
神
御
子
、
此
よ

な
か

り
奥
つ
方
に
便
ち
入
り
幸
す
こ
と
莫
れ
。
荒
ぶ
る
神
、
甚
多
し
。
」
と
教

え
て
お
り
、
こ
の
先
が
神
と
出
会
う
場
所
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
話
に
お
い
て
も
、
地
上
の
神
と
出
会
う
領
域
に
入
っ
て
い

く
際
に
、
特
別
な
刀
剣
が
授
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
「
横
刀
」
に
つ
き
井
上
隼
人
は
、
国
譲
り
神
話
と
の
関
連
を
指
摘

し
て
い
る
。
井
上
氏
は
、
建
御
雷
の
働
き
に
よ
っ
て
葦
原
中
国
の
統
治
権

を
得
た
こ
と
を
語
る
上
巻
の
国
譲
り
神
話
を
強
く
想
起
さ
せ
る
こ
と
で
、

中
巻
冒
頭
に
お
い
て
天
神
御
子
の
統
治
の
正
当
性
を
確
認
し
、
伊
波
礼
毘

（旧）

古
に
支
配
者
た
る
資
格
を
付
与
す
る
意
味
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
「
其

の
国
を
平
ら
げ
し
横
刀
」
と
い
う
表
現
だ
け
で
も
分
か
る
よ
う
に
、
確
か

に
こ
の
箇
所
は
国
譲
り
神
話
を
強
く
想
起
さ
せ
る
。
井
上
氏
に
し
た
が
え

ば
、
天
降
り
で
草
那
芸
剣
が
授
け
ら
れ
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
建
御
雷
の

「
横
刀
」
が
降
さ
れ
る
の
は
、
伊
波
礼
毘
古
に
初
代
天
皇
と
し
て
の
資
格

を
付
与
す
る
為
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
草
那
芸
剣
と
の
関
連
か

ら
言
え
ば
、
行
き
先
の
問
題
も
関
係
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

い
づ
く

神
武
東
征
は
「
何
地
に
坐
さ
ば
、
平
け
く
天
の
下
の
政
を
聞
こ
し
看
さ

む
。
猶
東
に
行
か
む
と
思
ふ
」
と
い
う
言
葉
と
と
も
に
始
め
ら
れ
る
。
こ

の
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
神
武
東
征
は
「
天
の
下
」
を
統
治
す
る
に

ふ
さ
わ
し
い
地
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
同
じ
未
知
の
神
と
出
会
う
領
域

と
言
っ
て
も
、
単
な
る
葦
原
中
国
や
、
辺
境
の
東
国
と
は
区
別
さ
れ
る
も

の
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
あ
ら
た
に
建
御
雷
に
出
自
す
る
「
横
刀
」
が

-９６-



『古事記」における草那芸剣

東
征
を
終
え
た
倭
建
は
、
尾
張
に
帰
還
し
美
夜
受
比
売
と
関
係
を
持
つ
。

そ
し
て
草
那
芸
剣
を
置
い
て
伊
吹
山
の
神
を
殺
し
に
向
か
い
、
敗
北
し
、

衰
弱
し
て
死
ぬ
。
そ
の
死
の
間
際
に
、
倭
建
は
残
し
て
来
た
草
那
芸
剣
に

ついて歌う。

①
故
爾
く
し
て
、
御
合
し
て
、
其
の
御
刀
の
詞
洲
封
釧
を
以
て
、
其
の

美
夜
受
比
売
の
許
に
置
き
て
、
伊
服
岐
能
山
の
神
を
取
り
に
幸
行
し

む
な
で

き
。
是
に
、
詔
は
く
、
「
鼓
の
山
の
神
は
、
徒
手
に
直
に
取
ら
む
」

と
の
り
た
ま
ひ
て
、
其
の
山
に
騰
り
し
時
に
、
：
．（

景
行
記
倭
建
東
征
）

み
や
ま
ひ
い
と
に
は

しか

み
う
た

⑦
此
の
時
に
、
御
病
、
甚
急
か
な
り
。
爾
く
し
て
、
御
歌
に
日
は
く
、

を

と

め

と

こ

く

わ

わ

階

陰

ｒ

Ｉ

ｌ

腱

Ｉ

化

ｒ

嬢
子
の
床
の
辺
に
我
が
置
き
し
剣
の
大
刀
そ
の
大

刀
は
や
を

は

す

な

は

さ

歌
ひ
寛
り
て
、
即
ち
崩
り
ま
し
き
。

（同①）

尾
張
国
の
美
夜
受
比
売
の
家
は
、
倭
建
が
東
征
に
向
か
う
際
、
伊
勢
の

次
に
訪
れ
た
所
で
あ
る
。
ま
た
、
退
出
す
る
際
の
描
写
に
「
亦
、
還
り
上

ら
む
時
に
、
婚
は
む
と
思
ひ
て
、
期
り
定
め
て
、
剰
呵
国
に
幸
し
て
、
悉

く
山
河
の
荒
ぶ
る
神
と
伏
は
い
人
等
と
を
言
向
け
和
し
平
げ
き
。
」
と
あ

る
。
い
わ
ば
東
国
と
の
境
界
地
で
あ
り
、
東
征
の
開
始
地
点
と
い
え
る
。

要
請
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
草
那
芸
剣
が
授
け
ら
れ
る
二
つ
の
場
面
に
つ
い
て
、
剣
の
遍
歴

謹
と
見
る
こ
と
で
、
天
孫
降
臨
で
草
那
芸
剣
が
授
け
ら
れ
る
際
に
、
天
石

屋
戸
神
話
に
関
連
す
る
も
の
と
と
も
に
授
け
ら
れ
る
こ
と
の
意
味
を
明
ら

か
に
し
、
ど
の
よ
う
な
と
き
に
草
那
芸
剣
が
授
け
ら
れ
る
か
を
示
し
た
。

五
、
女
性
の
許
に
あ
る
剣

東
国
と
の
境
界
地
に
草
那
芸
剣
が
残
さ
れ
る
意
義
に
つ
い
て
は
、
前
掲

谷
口
論
や
西
郷
論
が
、
東
国
へ
の
に
ら
み
、
倭
の
守
り
で
あ
る
旨
を
指
摘

し
て
い
る
。
西
郷
論
で
は
強
力
な
刀
剣
で
あ
る
為
に
、
谷
口
論
で
は
、
ヲ

ロ
チ
の
性
質
を
受
け
継
ぐ
、
倭
建
と
同
様
に
王
権
の
外
に
向
か
っ
て
力
を

発
揮
す
べ
き
存
在
で
あ
る
為
に
、
東
国
に
対
す
る
抑
止
た
り
得
る
と
す
る
。

両
氏
の
説
明
で
、
草
那
芸
剣
が
尾
張
に
配
置
さ
れ
る
意
義
は
概
ね
説
明

さ
れ
る
。
で
は
そ
の
場
合
、
⑦
の
歌
は
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
の
か
。
⑦
の

を

と

め

と

こ

く

わ

つ

る

き

た

ち

歌
に
「
嬢
子
の
床
の
辺
に
我
が
置
き
し
剣
の
大
刀
」
と
あ
る
こ

と
に
つ
い
て
西
郷
論
は
、
丹
塗
矢
伝
承
な
ど
、
女
性
が
「
床
辺
」
に
置
い

た
矢
が
男
性
に
変
身
し
て
、
性
的
関
係
を
結
ぶ
と
い
う
神
話
的
類
型
と
の

関
連
を
指
摘
す
る
。
「
古
事
記
』
の
「
床
辺
」
を
見
て
み
る
と
、
「
床
辺
」

に
置
い
た
丹
塗
矢
が
美
男
（
大
物
主
神
）
に
変
化
し
て
勢
夜
陀
多
良
比
売

と
共
寝
す
る
例
（
神
武
記
）
と
、
「
床
辺
」
に
置
い
た
玉
が
美
女
（
阿
加

流
比
売
神
）
に
変
化
し
て
天
日
矛
と
婚
姻
す
る
例
が
あ
る
（
応
神
記
）
。

ど
ち
ら
の
「
床
辺
」
も
、
置
い
た
物
が
異
性
へ
と
変
化
し
、
性
的
関
係
を

結
ぶ
場
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
古
事
記
」
に
即
し
て

を

と

め

と

こ

く

わ

つ

る

き

考
え
て
も
、
⑦
の
歌
で
「
嬢
子
の
床
の
辺
に
我
が
置
き
し
剣
の

た

ち
大
刀
」
と
歌
う
こ
と
は
、
「
床
辺
」
の
類
型
を
連
想
さ
せ
、
草
那
芸
剣
と

美
夜
受
比
売
の
間
に
男
女
関
係
が
想
起
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
古
事
記
』
の
「
床
辺
」
の
例
を
見
る
と
、
「
矢
」
は
大
物
主
神
、
「
玉
」

は
阿
加
流
比
売
神
で
、
ど
ち
ら
も
神
で
あ
る
点
が
注
意
さ
れ
る
。
⑦
の
歌

の
表
現
が
こ
れ
ら
の
例
と
通
じ
る
と
す
れ
ば
、
草
那
芸
剣
は
神
的
な
存
在

と
し
て
想
起
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
刀
剣
が
神
と
し
て
扱
わ
れ
る
例
は

『
古
事
記
』
の
中
に
散
見
さ
れ
る
。
火
神
迦
具
土
を
斬
っ
た
伊
耶
那
岐
の

刀
剣
「
伊
都
之
尾
羽
張
」
が
、
国
譲
り
神
話
で
は
「
伊
都
之
尾
羽
張
神
」
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と
な
る
例
や
、
先
の
建
御
雷
の
「
横
刀
」
が
「
布
都
神
」
と
称
さ
れ
る
例

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
⑦
の
歌
は
、
「
嬢
子
」
（
美
夜
受
比
売
）
が
、
神
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
「
剣
の
大
刀
」
（
草
那
芸
剣
）
と
、
男
女
関
係
を

結
ぶ
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
歌
な
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
そ
の
よ
う
に
歌

う
こ
と
に
、
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
の
か
。

ひ
と
つ
に
は
、
こ
の
歌
が
あ
る
こ
と
で
初
め
て
、
美
夜
受
比
売
と
草
那

芸
剣
の
結
び
つ
き
が
作
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
①
で
は
草
那
芸
剣

は
単
に
美
夜
受
比
売
の
許
に
置
か
れ
た
だ
け
で
、
「
賜
」
等
も
な
く
、
授

け
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
加
え
て
倭
建
は
予
定
外
に
客
死
し
て
し
ま
う

と
い
う
展
開
で
あ
る
。
何
も
な
け
れ
ば
、
草
那
芸
剣
の
処
遇
は
宙
に
浮
い

た
状
態
に
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
⑦
の
歌
が
あ
る
こ
と
で
、
草
那
芸
剣

と
美
夜
受
比
売
の
間
に
関
係
が
示
さ
れ
、
東
国
と
の
境
界
地
尾
張
に
草
那

芸
剣
が
配
置
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
東
国
と
の
境
界

の
守
護
と
い
う
草
那
芸
剣
の
働
き
も
、
⑦
の
歌
が
あ
っ
て
初
め
て
完
成
す

る
の
で
あ
る
。
⑦
の
歌
は
、
草
那
芸
剣
へ
の
思
慕
な
ど
、
倭
建
の
杼
情
と

し
て
解
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
が
（
注
（
５
）
の
西
宮
「
集
成
』
等
）
、
倭

の
守
り
を
確
立
す
る
歌
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
⑦
の
歌
に
お
け
る
草
那
芸
剣
と
美
夜
受
比
売
の
関
係
を
、
神
と
、

神
を
迎
え
る
女
性
と
し
て
と
ら
え
る
と
、
女
性
の
許
に
草
那
芸
剣
が
置
か

れ
る
意
味
も
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
草
那
芸
剣
が
神
の
位
置
に
あ
り
、

美
夜
受
比
売
が
そ
の
神
の
嫁
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
美
夜
受
比
売
は
草

那
芸
剣
に
対
し
て
巫
女
的
な
存
在
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
に

考
え
る
の
は
、
折
口
以
来
、
一
般
に
神
と
神
の
嫁
が
、
神
と
巫
女
の
関
係

に
重
な
る
と
さ
れ
る
こ
と
を
参
考
に
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
で
見
て
来
た

草
那
芸
剣
を
所
有
す
る
女
性
が
、
皆
巫
女
的
な
性
質
を
持
つ
こ
と
も
大
き

な
理
由
と
な
っ
て
い
る
。
垂
仁
記
の
系
譜
記
事
に
伊
勢
神
宮
を
祭
る
と
あ

る
倭
比
売
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
神
で
あ
る
天
照
も
、
忌
服
屋
の
話
な
ど

を
中
心
に
巫
女
的
性
格
の
あ
る
こ
と
が
広
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま

で
草
那
芸
剣
を
保
有
し
て
き
た
女
性
は
、
草
那
芸
剣
に
対
し
て
神
に
対
す

る
巫
女
の
立
場
に
あ
り
、
⑦
の
歌
が
あ
る
こ
と
で
、
美
夜
受
比
売
も
ま
た

草
那
芸
剣
に
対
し
て
巫
女
的
な
立
場
と
な
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な

い
か
。
谷
口
論
に
よ
れ
ば
、
草
那
芸
剣
は
、
倭
建
と
同
様
に
王
権
の
外
に

向
か
う
べ
き
強
く
危
険
な
力
を
持
っ
て
い
る
。
草
那
芸
剣
を
所
有
す
る
女

性
た
ち
は
、
そ
の
よ
う
な
危
険
な
力
を
持
っ
た
刀
剣
を
、
巫
女
的
な
立
場

に
立
っ
て
治
め
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
こ
そ
、
基
本
的
に
草
那

芸
剣
は
女
性
の
許
に
置
か
れ
、
男
性
は
一
時
的
に
し
か
持
ち
出
さ
な
い
の

である。
で
は
、
女
性
に
よ
っ
て
刀
剣
の
移
動
が
語
ら
れ
な
い
の
は
何
故
で
あ
ろ

う
か
。
そ
の
点
に
関
し
て
は
、
刀
剣
と
性
別
の
問
題
が
関
わ
っ
て
い
る
と

み

は

み
ら
れ
る
。
④
に
「
其
の
御
侃
か
し
せ
る
十
拳
の
剣
を
抜
き
て
（
抜
下
其

所
二
御
侃
一
之
十
拳
剣
上
）
」
と
あ
る
が
、
こ
の
「
侃
せ
る
～
」
と
い
う
表

現
は
定
型
句
で
あ
り
、
男
性
の
み
に
見
ら
れ
る
。

Ａ
伊
耶
那
岐
神
、
抜
下
所
別
刷
淵
酬
劃
十
拳
剣
上
（
上
巻
迦
具
土
殺
害
）

Ｂ抜下所剥側側訓創十拳剣上而、於二後手一布伎都々（上巻黄泉国脱出）

Ｃ先乞二速須佐之男命洲叫側十拳剣一
（上巻天照と須佐之男のうけひ）

Ｄ抜下所討淵酬創十掬剣上、切二伏其喪屋一（上巻天若日子の死）

Ｅ
其
弟
、
破
二
側
側
劃
十
拳
剣
一
、
作
二
五
百
鉤
一
（
上
巻
海
幸
山
幸
）

Ｆ其和邇将レ返之時、解二所叫側劃紐小刀一、著二其頸一而返（同右）
-９８-



｢古事記』における草那芸剣

『
古
事
記
」
に
散
見
さ
れ
る
草
那
芸
剣
の
記
述
を
一
貫
し
た
も
の
と
し

て
と
ら
え
、
草
那
芸
剣
の
遍
歴
證
と
し
て
読
む
こ
と
を
試
み
て
き
た
。
そ

の
結
果
、
従
来
の
草
那
芸
剣
を
物
語
の
一
要
素
と
し
て
論
じ
る
視
点
で
は

見
え
て
こ
な
か
っ
た
、
幾
つ
か
の
新
し
い
読
み
を
提
示
し
た
。
ま
た
、
草

那
芸
剣
の
移
動
に
関
し
て
は
、
草
那
芸
剣
は
基
本
的
に
女
性
の
許
に
あ
り
、

男
性
が
持
ち
出
す
こ
と
で
移
動
し
、
そ
の
繰
り
返
し
に
よ
っ
て
尾
張
国
・

美
夜
受
比
売
の
許
へ
到
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
と
指
摘
し
た
。
こ
の
よ
う

な
草
那
芸
剣
の
移
動
の
特
徴
は
、
剣
の
遍
歴
讃
と
い
う
視
点
に
よ
っ
て
初

め
て
見
え
て
く
る
も
の
で
あ
る
。

草
那
芸
剣
が
基
本
的
に
女
性
の
許
に
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
美
夜
受

比
売
と
草
那
芸
剣
の
関
係
か
ら
、
女
性
が
神
に
対
す
る
巫
女
の
立
場
に

立
っ
て
強
力
な
刀
剣
で
あ
る
草
那
芸
剣
を
治
め
て
い
る
と
考
え
た
。
ま
た

男
性
が
持
ち
出
す
こ
と
で
草
那
芸
剣
の
移
動
が
語
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て

Ｇ
又
、
吉
野
之
国
主
等
、
鰭
二
大
雀
命
之
所
叫
側
御
刀
一
、
歌
日
、
…
波

加
劃
轡
姻
詞
刑
母
登
都
流
芸
（
応
神
記
吉
野
国
主
の
歌
）

右
の
う
ち
、
Ｂ
は
黄
泉
軍
か
ら
逃
げ
る
伊
耶
那
岐
の
行
為
で
、
Ｄ
は
死

者
と
間
違
え
ら
れ
て
怒
っ
た
阿
遅
志
貴
高
日
子
根
、
Ｆ
は
火
遠
理
の
行
為

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
刀
剣
を
こ
の
よ
う
に
表
現
し
な
い
例
も
あ
る
が
、
こ

の
よ
う
な
定
型
句
が
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
じ
た
い
、
『
古
事
記
』
で
刀

剣
が
男
性
の
身
に
帯
び
る
も
の
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
し

た
が
っ
て
刀
剣
は
男
性
の
身
体
と
密
着
し
て
お
り
、
草
那
芸
剣
を
持
ち
だ

し
た
男
性
の
移
動
を
語
る
こ
と
が
、
草
那
芸
剣
の
移
動
を
語
る
こ
と
に
な

る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

六
、
お
わ
り
に

は
、
「
古
事
記
』
に
お
い
て
刀
剣
は
男
性
が
身
に
帯
び
る
も
の
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
男
性
の
移
動
を
語
る
こ
と
が
、
身
に
帯
び
た
草
那
芸
剣
の
移
動

を
語
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
た
。
た
だ
刀
剣
と
性
別
の
問
題
に
関
し
て

は
十
分
に
考
察
で
き
て
い
な
い
と
こ
ろ
も
あ
り
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

ま
た
本
稿
で
は
草
那
芸
剣
の
記
述
を
一
貫
し
た
も
の
と
し
て
と
ら
え
た

が
、
こ
の
よ
う
な
草
那
芸
剣
の
記
述
の
あ
り
方
は
、
『
古
事
記
』
と
い
う

テ
キ
ス
ト
の
あ
り
方
と
不
可
分
な
関
係
に
あ
る
。
「
古
事
記
』
は
、
諸
注

釈
書
が
小
見
出
し
を
付
け
て
本
文
を
記
述
す
る
よ
う
に
、
小
さ
な
物
語
の

連
続
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
で
、
『
古
事
記
』
は
そ
れ
ら
小
さ
な
物
語
を

連
続
さ
せ
て
、
世
界
の
生
成
か
ら
推
古
天
皇
に
至
る
ま
で
の
大
き
な
物
語

を
語
っ
て
い
る
。
し
か
も
『
日
本
書
紀
』
と
異
な
り
、
『
古
事
記
』
で
は

異
伝
が
排
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
連
続
性
・
統
一
性
を
志
向
す
る
テ

キ
ス
ト
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
物
語
を
跨
い
で
連
続
す
る
草
那
芸
剣
の
よ
う

な
記
述
も
可
能
に
な
る
。
ま
た
逆
に
、
草
那
芸
剣
の
よ
う
な
物
語
の
区
分

を
越
え
て
連
続
す
る
記
述
が
あ
る
こ
と
で
、
『
古
事
記
』
の
テ
キ
ス
ト
の

連
続
性
が
保
証
さ
れ
る
側
面
も
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
う
い
っ
た
『
古
事
記
』

の
テ
キ
ス
ト
の
特
性
は
既
に
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
（
前
掲
井
上
論

な
ど
）
、
今
回
草
那
芸
剣
の
記
述
を
追
っ
た
こ
と
で
、
そ
れ
が
あ
ら
た
め

て
確
認
さ
れ
た
。

注
（
１
）
『
古
事
記
」
の
草
那
芸
剣
は
「
草
那
芸
之
大
刀
」
と
も
書
か
れ
る
二
古

事
記
』
で
は
し
ば
し
ば
同
じ
刀
剣
が
「
刀
」
と
も
「
剣
」
と
も
書
か

れ
る
。
本
稿
で
は
同
じ
範
鴫
の
語
と
考
え
、
煩
雑
さ
を
避
け
る
為
に

一
般
的
な
表
記
に
近
い
「
草
那
芸
剣
」
の
表
記
で
統
一
す
る
。

（
２
）
金
井
清
一
「
古
事
記
に
お
け
る
ス
サ
ノ
ヲ
の
立
ち
位
置
ｌ
高
天
原

-９９-



『古事記」における草那芸剣

追
放
以
後
の
ス
サ
ノ
ヲ
ー
」
（
万
葉
七
曜
会
編
『
論
集
上
代
文
学
』

第
三
十
四
冊
笠
間
書
院
邑
圃
）
。

（
３
）
谷
口
雅
博
「
倭
建
命
と
草
那
藝
釦
」
（
同
『
古
事
記
の
表
現
と
文
脈
」

お
う
ふ
う
邑
易
）
。
初
出
「
（
文
献
史
料
か
ら
考
え
る
「
三
種
の
神
器
」
）

『
古
事
記
』
の
研
究
か
ら
考
え
る
」
『
歴
史
読
本
』
記
（
６
）
新
人
物

往
来
社
琶
呂
。

（
４
）
「
つ
む
羽
（
都
牟
羽
）
」
の
意
味
は
諸
説
あ
る
が
未
詳
で
あ
る
。
原

文
は
「
則
笥
、
在
二
都
牟
羽
之
大
刀
一
」
と
あ
る
の
で
、
ひ
と
ま
ず
須

佐
之
男
の
視
点
か
ら
見
た
外
見
的
特
徴
と
と
ら
え
て
お
く
。

（
５
）
西
宮
一
民
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
古
事
記
」
新
潮
社
こ
ろ
。

（
６
）
例
え
ば
垂
仁
記
で
は
、
眠
る
天
皇
を
刺
そ
う
と
し
た
沙
本
毘
売
の

「
紐
小
刀
」
が
、
天
皇
の
夢
の
中
で
は
「
小
蛇
」
と
し
て
現
れ
る
（
沙

（
７
）
「
ヲ
」
を
峰
と
す
る
説
も
あ
る
が
、
本
稿
で
は
谷
と
の
対
を
重
視

し
て
、
尾
根
と
解
す
る
西
郷
信
綱
『
古
事
記
注
釈
』
第
一
巻
平
凡

社
ら
計
に
従
う
。

（
８
）
『
日
本
書
紀
」
巻
第
一
・
第
八
段
の
正
文
お
よ
び
一
書
第
四
。

（
９
）
松
本
直
樹
「
「
白
上
於
天
照
大
御
神
也
是
者
草
那
藝
之
大
刀
也
」

に
つ
い
て
ｌ
草
那
藝
大
刀
を
め
ぐ
る
古
事
記
の
表
現
意
図
ｌ
」
（
菅

野
雅
雄
博
士
喜
寿
記
念
論
集
刊
行
会
編
『
菅
野
雅
雄
博
士
喜
寿
記
念

記
紀
・
風
土
記
論
究
」
お
う
ふ
う
琶
乞
）
。

（
皿
）
山
口
佳
紀
・
神
野
志
隆
光
校
注
訳
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

古
事
記
』
小
学
館
ご
雪
。
詳
し
く
は
神
野
志
隆
光
『
古
事
記
の
世
界
観
」

吉
川
弘
文
館
ご
認
、
第
四
章
を
参
照
。
天
石
屋
戸
神
話
で
天
照
が

石
屋
に
篭
も
る
と
、
高
天
原
だ
け
で
な
く
葦
原
中
国
ま
で
光
が
失
わ

れ
る
。
こ
こ
に
天
照
の
秩
序
が
高
天
原
だ
け
で
な
く
葦
原
中
国
ま
で

及
ぶ
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

「紐小刀」が、

本毘古の乱）。

「ヲ」を峰、

し
て
、
尾
根
し

引
用
文
献
は
以
下
の
通
り
。

．
『
古
事
記
』
の
引
用
は
山
口
佳
紀
・
神
野
志
隆
光
校
注
訳
『
新
編
日

本
古
典
文
学
全
集
古
事
記
』
小
学
館
ご
雪

・
便
宜
上
、
引
用
文
の
一
部
の
改
行
、
振
り
仮
名
を
省
略
し
た
。
割
注

等
の
小
字
二
行
書
き
は
、
８
ポ
イ
ン
ト
の
小
字
一
行
に
改
め
た
。
傍

線
・
傍
点
は
断
り
無
い
場
合
は
筆
者
。
「
…
」
は
省
略
を
表
す
。

〔付記〕本
稿
は
二
○
一
三
年
九
月
七
日
に
古
代
文
学
会
の
月
例
研
究
発
表
会

に
お
い
て
発
表
し
た
内
容
に
基
づ
く
。
発
表
に
際
し
て
は
多
く
の

方
々
に
ご
意
見
。
ご
助
言
を
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
深
く
感
謝
を
申

し上げる。

（
ｕ
）
早
く
は
益
田
勝
実
「
文
学
作
品
と
し
て
見
た
古
事
記
」
（
西
尾
実

編
『
国
語
高
等
学
校
用
総
合
学
習
指
導
の
研
究
」
第
一
巻
筑

摩
書
房
ご
認
）
に
指
摘
が
あ
る
。
益
田
勝
実
『
火
山
列
島
の
思
想
』

筑
摩
書
房
乞
霊
の
後
書
き
に
「
王
と
子
Ｉ
古
代
専
制
の
重
み
ｌ
」

の
初
出
と
し
て
三
国
語
一
（
高
等
学
校
用
総
合
）
学
習
指
導
の
研
究
』

（
一
九
五
六
年
三
月
、
筑
摩
書
房
）
の
た
め
に
書
い
た
（
「
文
学
作
品

と
し
て
の
古
事
記
」
）
・
」
と
あ
る
の
は
恐
ら
く
誤
り
。

（
吃
）
西
郷
信
綱
「
ヤ
マ
ト
タ
ヶ
ル
の
物
語
」
（
同
『
古
事
記
研
究
』
未

来
社
乞
囹
）
。
初
出
『
文
学
』
師
（
Ⅱ
）
岩
波
書
店
乞
霊
。

（
過
）
井
上
隼
人
「
「
国
を
平
ら
げ
し
横
刀
」
授
受
の
意
義
ｌ
『
古
事

記
』
高
倉
下
の
献
剣
段
の
考
察
」
『
古
代
文
学
」
（
塊
）
古
代
文
学
会

いつ昌四０
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