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本
居
宣
長
に
お
け
る
「
神
の
道
」
と
延
喜
式
祝
詞
註
釈

―
神
・
天
皇
・
人
と
「
安
国
」
―

入

倉

滉

太

は

じ

め

に

　

本
居
宣
長（
享
保
十
五
年〈
一
七
三
〇
〉
～
享
和
元
年〈
一
八
〇
一
〉）は
、
師
の
賀
茂
真
淵（
元
禄
十
年〈
一
六
九
七
〉
～
明
和
六
年〈
一
七
六
九
〉）が
著
し
た

祝
詞
註
釈
書
、『
祝
詞
考
』（
明
和
五
年
成
立
、
寛
政
十
二
年〈
一
八
〇
〇
〉刊
行
）に
批
正
を
加
え
て
『
出
雲
国
造
神
寿
後
釈
』（
寛
政
四
年〈
一
七
九
二
〉

成
立
、
同
八
年
刊
行
、
以
下
『
神
寿
後
釈
』
と
略
称
）
と
『
大
祓
詞
後
釈
』（
寛
政
七
年
成
立
、
翌
年
刊
行
、
以
下
『
大
祓
後
釈
』
と
略
称
）
の
二
書
を

著
し
た
。
宣
長
が
著
し
た
こ
の
『
後
釈
』
二
書
が
、
刊
行
か
ら
数
年
に
し
て
既
に
高
い
評
価
を
受
け
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、『
祝
詞

考
』
版
本
に
お
け
る
荒
木
田
久
老
に
よ
る
左
の
跋
文（
寛
政
十
二
年
付
）か
ら
窺
え
る（

（
（

。

近
き
と
し
ご
ろ
、
本
居
宣
長
、
こ
れ（
引
用
者
注
、『
祝
詞
考
』
の
こ
と
）が
中
よ
り
、
大
祓
辞
と
、
神
賀
詞
と
を
ぬ
き
出
、
後
釈
と
云
を

作
て
、
猶
其
言
を
、
明
ら
め
論
へ
る
よ
り
、
世
の
人
み
な
、
彼
後
釈
を
の
み
も
て
は
や
し
て
、
こ
の
考
の
あ
る
事
を
し
ら
ず
、（『
祝

詞
考
』
版
本
跋
文〈『
賀
茂
真
淵
全
集
』
第
七
巻
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
昭
和
五
十
九
年
、
三
五
九
頁
（
（
（

〉）

　

久
老
に
よ
れ
ば
、
刊
行
か
ら
四
年
程
で
既
に
『
後
釈
』
二
書
が
世
に
「
も
て
は
や
」
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
た
様
で
あ
る（

（
（

。
そ
の
後
、

『
大
祓
後
釈
』
に
関
し
て
は
、
藤
井
高
尚
『
大
祓
詞
後
々
釈
』（
文
化
十
年〈
一
八
一
三
〉書
了
）や
伴
信
友
『
中
臣
祓
詞
要
解
』（
文
政
六
年〈
一
八
二
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三
〉
自
序
）
等
、
後
学
に
よ
る
更
な
る
補
正
や
祖
述
が
試
み
ら
れ（

（
（

、『
後
釈
』
二
書
は
、
現
在
に
至
る
ま
で
、『
祝
詞
考
』
と
合
わ
せ
て
後
の

祝
詞
註
釈
に
寄
与
し
続
け
て
い
る
。

　

筆
者
は
以
前
、
こ
の
『
後
釈
』
二
書
に
お
け
る
真
淵
批
判
の
焦
点
に
つ
い
て
、
拙
稿
「
賀
茂
真
淵
と
本
居
宣
長
に
お
け
る
祝
詞
認
識

の
相
違
―
神
の
言
葉
を
め
ぐ
る
祝
詞
研
究
史
―
」（『
國
學
院
雑
誌
』
一
二
三
―
九
、
令
和
四
年
九
月
）に
お
い
て
、
そ
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
。

詳
細
は
拙
稿
を
ご
覧
頂
き
た
い
が
、
簡
潔
に
述
べ
る
と
、
真
淵
と
宣
長
の
間
で
、
祝
詞
を
神
の
言
葉
と
す
る
か
否
か
を
め
ぐ
る
神
学
的
対

立
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
大
祓
詞
と
出
雲
国
造
神
賀
詞
に
対
す
る
見
解
に
相
違
を
見
せ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
真
淵
は
、『
祝
詞
考
』

に
お
い
て
、
古
典
た
る
大
祓
詞
の
原
型
に
「
皇
祖
神
の
御
詔
」
た
る
「
天
津
宣
事
」
を
見
出
し
、
出
雲
国
造
神
賀
詞
は
、
出
雲
の
神
々
の

言
葉
に
国
造
の
言
葉
を
合
わ
せ
た
も
の
と
見
た
の
で
あ
る
が
、
宣
長
は
こ
の
二
篇
の
祝
詞
を
神
の
言
葉
も
し
く
は
そ
れ
を
原
型
と
す
る
も

の
と
す
る
見
解
を
否
定
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

本
稿
は
、
こ
う
し
た
真
淵
と
は
異
な
る
見
解
を
提
示
し
た
『
後
釈
』
二
書
が
、
宣
長
の
思
想
に
お
い
て
如
何
な
る
意
義
を
持
つ
も
の
で

あ
る
の
か
を
検
討
す
る
。
こ
れ
ま
で
宣
長
の
『
後
釈
』
二
書
に
つ
い
て
は
、
そ
の
執
筆
動
機
の
一
つ
に
千
家
俊
信
の
存
在
が
あ
る
こ
と（

（
（

や
、

大
祓
詞
に
登
場
す
る
所
謂
「
祓
戸
四
神
」
を
『
古
事
記
』
の
神
々
に
比
定
す
る
『
古
事
記
伝
』
の
註
釈
と
の
繋
が
り（

（
（

等
が
指
摘
さ
れ
て
き

た
が
、
本
稿
で
は
、
神
の
言
葉
と
天
皇
の
言
葉
と
に
対
す
る
人
の
在
る
べ
き
姿
勢
に
つ
い
て
、『
古
事
記
伝
』
で
提
示
さ
れ
た
「
神
の
道
」

の
観
点
か
ら
検
討
す
る
と
共
に
、
大
祓
詞
と
出
雲
国
造
神
賀
詞
と
が
「
神
の
道
」
と
密
接
な
関
わ
り
を
持
た
さ
れ
る
こ
と
で
、
こ
の
二
篇

が
、
天
孫
降
臨
に
お
い
て
、
高
御
産
巣
日
神
と
天
照
大
御
神
か
ら
、
こ
の
国
を
「
安
国
」
と
し
ろ
し
め
す
使
命
を
事
依
さ
れ
た
皇
御
孫
命

と
、
皇
御
孫
命
を
お
支
え
す
る
使
命
を
命
じ
ら
れ
た
天
穂
日
命
と
の
、
君
臣
相
互
の
使
命
を
祭
儀
に
お
い
て
確
認
す
る
も
の
と
捉
え
ら
れ

て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、『
後
釈
』
二
書
の
刊
行
は
、「
天
つ
神
の
御
心
を
大
御
心
と
し
て
」、
こ
の
国
を
「
安
国
」

と
し
ろ
し
め
す
天
皇
の
使
命
と
、
そ
の
使
命
を
守
護
す
る
臣
下
の
使
命
、
す
な
わ
ち
「
神
の
道
」
の
大
事
が
、
こ
の
二
篇
の
祝
詞
を
通
し

て
理
解
さ
れ
る
こ
と
を
世
に
知
ら
し
め
る
為
事
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。
こ
の
検
討
を
通
じ
て
、
こ
れ
ま
で
必
ず
し
も
判
然
と
し
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て
こ
な
か
っ
た
宣
長
の
「
神
の
道
」
論
と
『
後
釈
』
二
書
と
の
関
係
性
が
よ
り
明
確
と
な
り
、
宣
長
が
何
故
、
晩
年
に
『
後
釈
』
二
書
を

執
筆
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
の
一
端
が
明
ら
か
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
よ
り
、
宣
長
の
祝
詞
研
究
の

意
義
が
よ
り
明
ら
か
と
な
り
、
宣
長
研
究
及
び
祝
詞
研
究
史
に
聊
か
で
も
寄
与
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は
、
宣
長
の
「
神
の

道
」
論
に
つ
い
て
確
認
す
る
。

一
、「
神
の
道
」
に
お
け
る
神
・
天
皇
・
人

（
一
）　「
神
の
道
」
の
概
要

　

宣
長
は
、『
古
事
記
伝
』
全
四
十
四
巻
の
浄
書
を
終
え
た
後
、
弟
子
の
求
め
に
応
じ
て
学
問
の
入
門
書
『
う
ひ
山
ぶ
み
』
を
著
し
た
。

そ
こ
で
は
、
宣
長
の
「
神
の
道
」
論
を
確
認
す
る
上
で
、
重
要
な
左
の
言
が
提
示
さ
れ
る（

（
（

。

さ
て
そ
の
主
と
し
て
よ
る
べ
き
す
ぢ
は
、
何
れ
ぞ
と
い
へ
ば
、
道
の
学
問
な
り
、
そ
も
〳
〵
此
道
は
、
天
照
大
御
神
の
道
に
し
て
、

天
皇
の
天
下
を
し
ろ
し
め
す
道
、
四
海
万
国
に
ゆ
き
わ
た
り
た
る
、
ま
こ
と
の
道
な
る
が
、
ひ
と
り
皇
国
に
伝
は
れ
る
を
、
其
道
は
、

い
か
な
る
さ
ま
の
道
ぞ
と
い
ふ
に
、
此
道
は
、
古
事
記
書
紀
の
二
典
に
記
さ
れ
た
る
、
神
代
上
代
の
、
も
ろ
〳
〵
の
事
跡
の
う
へ
に

備
は
り
た
り（
一
―
五
）

　

す
な
わ
ち
、
宣
長
は
、
学
問
を
す
る
上
で
主
と
す
べ
き
は
「
道
の
学
問
」
で
あ
る
と
し
、
そ
の
「
道
」
は
、「
天
照
大
御
神
の
道
に
し

て
、
天
皇
の
天
下
を
し
ろ
し
め
す
道
」
で
あ
り
、『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
等
の
古
典
に
記
さ
れ
る
「
事
跡
」
か
ら
見
出
せ
る
も
の
で
あ

る
と
い
う（

（
（

。
ま
た
、
こ
の
文
に
付
さ
れ
た
宣
長
の
註
で
は
、「
ま
づ
人
と
し
て
、
人
の
道
は
い
か
な
る
も
の
ぞ
と
い
ふ
こ
と
を
、
し
ら
で

有
べ
き
に
あ
ら
ず
」（
一
―
九
）と
も
述
べ
て
い
る
。
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こ
う
し
た
「
道
」
の
諸
相
に
つ
い
て
、
笹
月
清
美
『
本
居
宣
長
の
研
究
』（
岩
波
書
店
、
昭
和
十
九
年
）は
、「
す
な
は
ち
宣
長
の
い
ふ
道
は

神
の
道
と
御
門
の
御
道
と
青
人
草
の
道
、
換
言
す
れ
ば
神
道
と
皇
道
と
臣
道
と
の
三
者
を
含
み
、
し
か
も
そ
れ
ら
が
全
体
と
し
て
ま
た
神

の
道
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
つ
た
。」（
二
三
四
頁
）
と
指
摘
す
る
。
実
際
、
宣
長
が
「
道
」
に
つ
い
て
詠
ん
だ
『
玉
鉾
百
首
』
で
は
、
天
照

大
御
神
の
御
神
徳
を
詠
っ
た
一
首
目
に
続
け
て
左
の
三
首
が
並
ぶ（
十
八
―
三
二
一
）。

天
地
之
極
美
御
照
須
高
光
日
大
神
乃
道
者
許
能
美
知

高
御
座
天
津
日
嗣
登
日
御
子
之
受
伝
閇
坐
道
者
此
道

天
能
下
青
人
草
乃
朝
夕
迩
御
蔭
登
余
曽
留
美
知
波
此
道

　

天
照
大
御
神
の
道
が
、「
日
御
子
」
た
る
天
皇
へ
伝
え
ら
れ
、
人
は
そ
う
し
た
道
の
「
御
蔭
」
を
蒙
る
の
で
あ
る
と
詠
う
様
に
、
宣
長

の
い
う
「
神
の
道
」
に
は
、
①
神
の
道
、
②
天
皇
の
道
、
③
人
の
道
と
い
う
三
つ
の
側
面
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
に
そ
れ
ぞ
れ
の
側
面
の

内
容
に
つ
い
て
、『
古
事
記
伝
』
一
之
巻
に
「
此
篇
は
、
道
と
い
ふ
こ
と
の
論
ひ
な
り
」
と
の
副
題
を
掲
げ
て
収
め
ら
れ
た
「
直
毘
霊
」

の
記
述
を
基
に
確
認
し
た
い（「
直
毘
霊
」
は
本
文
と
自
注
を
交
互
に
記
す
が
、
こ
こ
で
は
断
り
が
な
い
限
り
、
本
文
の
引
用
に
際
し
て
間
の
自
注
は
省

略
し
、
自
注
を
も
引
用
す
る
際
は
本
文
よ
り
二
字
下
げ
に
す
る
）。

①
神
の
道

此
道
は
し
も
、
可
畏
き
や
高
御
産
巣
日
神
の
御
霊
に
よ
り
て
、
神
祖
伊
邪
那
岐
大
神
伊
邪
那
美
大
神
の
始
め
た
ま
ひ
て
、
天
照
大
御

神
の
受
た
ま
ひ
た
も
ち
た
ま
ひ
、
伝
へ
賜
ふ
道
な
り
、
故
是
以
神
の
道
と
は
申
す
ぞ
か
し（
本
文
、
九
―
五
七
）

　

す
な
わ
ち
、「
高
御
産
巣
日
神
の
御
霊
」
を
受
け
て
、
伊
邪
那
岐
・
伊
邪
那
美
二
神
が
始
め
、
天
照
大
御
神
が
受
け
保
ち
、
次
の
②
で

挙
げ
る
代
々
の
天
皇
へ
伝
え
ら
れ
た
も
の
が
、「
神
の
道
」
で
あ
っ
て（

（
（

、「
神
の
」
と
冠
す
る
呼
称
は
正
し
く
神
々
の
行
為
に
よ
り
伝
え
ら

れ
た
こ
と
に
由
来
す
る（

（（
（

。
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②
天
皇
の
道

皇
大
御
国
は
、
掛
ま
く
も
可
畏
き
神
御
祖
天
照
大
御
神
の
、
御
生
坐
る
大
御
国
に
し
て
、
大
御
神
、
大
御
手
に
天
つ
璽
を
捧
持
し
て
、

万
千
秋
の
長
秋
に
、
吾
御
子
の
し
ろ
し
め
さ
む
国
な
り
と
、
こ
と
よ
さ
し
賜
へ
り
し
ま
に
〳
〵
、（
中
略
）
天
皇
命
は
し
も
、
大
御
神

の
御
子
と
ま
し
〳
〵
て
、
天
つ
神
の
御
心
を
大
御
心
と
し
て
、
神
代
も
今
も
へ
だ
て
な
く
、
神
な
が
ら
安
国
と
、
平
け
く
所
知
看
し

け
る
大
御
国
に
な
も
あ
り
け
れ
ば
、

書
紀
の
難
波
長
柄
朝
廷
御
巻
に
、
惟
神
者
、
謂
二
随
神
道
亦
自
有
神
道
一
也
と
あ
る
を
、
よ
く
思
ふ
べ
し
、
神
道
に
随
ふ
と
は
、

天
下
治
め
賜
ふ
御
し
わ
ざ
は
、
た
ゞ
神
代
よ
り
有
こ
し
ま
に
〳
〵
物
し
賜
ひ
て
、
い
さ
ゝ
か
も
さ
か
し
ら
を
加
へ
給
ふ
こ
と
な

き
を
い
ふ
、
さ
て
し
か
神
代
の
ま
に
〳
〵
、
大
ら
か
に
所
知
看
せ
ば
、
お
の
づ
か
ら
神
の
道
は
た
ら
ひ
て
、
他
に
も
と
む
べ
き

こ
と
な
き
を
、
自
有
二
神
道
一
と
は
い
ふ
な
り
け
り
、
か
れ
現
御
神
と
大
八
洲
国
し
ろ
し
め
す
と
申
す
も
、
其
御
世
々
々
の
天

皇
の
御
政
、
や
が
て
神
の
御
政
な
る
意
な
り
、（
本
文
及
び
自
注
、
九
―
四
九
～
五
〇
）

　

す
な
わ
ち
、
天
照
大
御
神
の
事
依
し
を
受
け
て
「
神
の
道
」
を
伝
え
ら
れ
た
天
皇
が
、「
天
つ
神
の
御
心
を
大
御
心
と
し
て
」
こ
の
国

を
「
安
国
」
と
し
ろ
し
め
す
と
き
、
そ
の
「
御
政
」
は
「
神
の
御
政
」
と
な
り
、
自
ず
か
ら
「
神
の
道
」
が
発
揮
さ
れ
る
の
で
あ
る（

（（
（

。
そ

の
恩
恵
が
次
の
③
で
挙
げ
る
人
へ
及
ぼ
さ
れ
る
。

③
人
の
道

あ
な
か
し
こ
、
天
皇
の
天
下
し
ろ
し
め
す
道
を
、
下
が
下
と
し
て
、
己
が
わ
た
く
し
の
物
と
せ
む
こ
と
よ
、

下
な
る
者
は
、
か
に
も
か
く
に
も
た
ゞ
上
の
御
お
も
む
け
に
従
ひ
居
る
こ
そ
、
道
に
は
か
な
へ
れ
、
た
と
へ
神
の
道
の
行
ひ
の
、

別
に
あ
ら
む
に
て
も
、
其
を
教
へ
学
び
て
、
別
に
行
ひ
た
ら
む
は
、
上
に
し
た
が
は
ぬ
私
事
な
ら
ず
や
、（
本
文
及
び
自
注
、
九
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―
五
九
）

人
は
み
な
、
産
巣
日
神
の
御
霊
に
よ
り
て
、
生
れ
つ
る
ま
に
〳
〵
、
身
に
あ
る
べ
き
か
ぎ
り
の
行
は
、
お
の
づ
か
ら
知
て
よ
く
為
る

物
に
し
あ
れ
ば
、
い
に
し
へ
の
大
御
代
に
は
、
し
も
が
し
も
ま
で
、
た
ゞ
天
皇
の
大
御
心
を
心
と
し
て
、
ひ
た
ぶ
る
に
大
命
を
か
し

こ
み
ゐ
や
び
ま
つ
ろ
ひ
て
、
お
ほ
み
う
つ
く
し
み
の
御
蔭
に
か
く
ろ
ひ
て
、
お
の
も
〳
〵
祖
神
を
斎
祭
つ
ゝ
、
ほ
ど
〳
〵
に
あ
る
べ

き
か
ぎ
り
の
わ
ざ
を
し
て
、
穏
し
く
楽
く
世
を
わ
た
ら
ふ
ほ
か
な
か
り
し
か
ば
、
今
は
た
其
道
と
い
ひ
て
、
別
に
教
を
受
て
、
お
こ

な
ふ
べ
き
わ
ざ
は
あ
り
な
む
や（
本
文
、
九
―
五
九
～
六
二
）

　

す
な
わ
ち
、
人
は
「
産
巣
日
神
の
御
霊
」
を
受
け
て
「
あ
る
べ
き
か
ぎ
り
の
わ
ざ
」
を
自
ず
と
為
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、「
天
皇
の
天

下
し
ろ
し
め
す
道
」
を
私
せ
ず
、「
天
皇
の
大
御
心
を
心
と
し
て
」、「
お
ほ
み
う
つ
く
し
み
の
御
蔭
」
を
賜
り
つ
つ
、
そ
の
わ
ざ
に
努
め

る
こ
と
が
、「
神
の
道
」
に
適
う
の
で
あ
る（

（（
（

。

　

以
上
に
概
観
し
て
来
た
通
り
、
神
・
天
皇
・
人
の
三
者
か
ら
な
る
「
神
の
道
」
は
、
神
か
ら
天
皇
へ
伝
え
ら
れ
、
天
皇
か
ら
人
へ
と
そ

の
「
御
蔭
」
が
及
ぼ
さ
れ
る
重
層
的
な
構
造
を
呈
し
て
お
り
、
そ
の
中
心
と
な
る
と
こ
ろ
が
、
天
皇
の
存
在
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
、「
直
毘
霊
」
を
著
し
た
動
機
を
、
危
機
に
瀕
し
た
「
君
の
命
」
を
救
う
こ
と
に
あ
る
と
説
く
『
く
ず
花
』
に
お
い
て
、

「
君
は
古
の
道
の
全
体
也
」（
八
―
一
三
八
）
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る（
（（
（

。
で
は
、
こ
う
し
た
「
神
の
道
」
に
お
い
て
、
人
は
神
と

天
皇
に
対
し
て
如
何
な
る
接
し
方
を
す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
二
）　
神
の
御
教
と
天
皇
の
大
御
心

　

ま
ず
、
神
に
対
す
る
人
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
宣
長
は
、『
古
事
記
伝
』
四
之
巻
で
次
の
様
に
述
べ
る
。

卜
は
た
ゞ
神
事
に
の
み
用
る
こ
と
に
な
れ
れ
ど
、
上
代
に
は
、
万
の
政
に
も
、
己
が
さ
か
し
ら
を
用
ひ
ず
、
定
め
が
た
き
こ
と
を
ば
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皆
卜
て
、
神
の
御
教
を
受
て
、
行
ひ
賜
し（
九
―
一
八
二
）

　

す
な
わ
ち
、
神
事
の
み
な
ら
ず
万
事
に
お
い
て
、「
定
め
が
た
き
こ
と
」
に
「
さ
か
し
ら
」
を
用
い
ず
、
卜
に
よ
っ
て
「
神
の
御
教
」

の
下
に
「
政
」
を
為
す
こ
と
が
、
上
代
の
人
の
在
り
方
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
宣
長
の
理
解
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、

こ
の
理
解
が
後
世
に
生
き
る
人
に
対
し
て
は
適
用
さ
れ
ず
、
異
な
る
見
解
を
示
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
窺
え
る
の
が
『
臣
道（

（（
（

』
に

お
け
る
次
の
言
で
あ
る
。

さ
て
な
ほ
さ
だ
め
が
た
か
ら
む
こ
と
は
、
御
う
ら
も
て
神
の
御
心
を
と
ひ
給
ふ
ぞ
古
の
道
な
れ
と
も
、
上
つ
代
こ
そ
人
の
心
直
く
し

て
、
万
の
事
は
ひ
た
ぶ
る
に
し
か
ま
か
せ
て
物
し
け
れ
、
世
く
だ
り
て
は
人
み
な
か
ら
ぶ
み
の
な
ま
さ
か
し
ら
心
に
の
み
な
り
て
、

神
に
ま
か
せ
ま
つ
る
べ
き
こ
と
も
、
猶
か
た
つ
か
た
に
疑
ひ
の
ま
し
り
て
そ
の
心
ひ
た
ぶ
る
な
ら
ね
ば
、
神
も
う
け
し
り
給
ふ
こ
と

ま
れ
ら
に
て
、
う
ら
も
い
た
づ
ら
ご
と
に
な
る
た
く
ひ
お
ほ
か
ん
め
れ
ば
、
今
の
世
に
し
て
は
此
御
う
ら
の
事
は
し
も
、
か
な
ら
ず

と
も
申
し
が
た
く
な
ん
あ
る
、
さ
れ
ど
万
の
事
、
神
の
御
心
は
な
れ
て
は
え
あ
ら
ぬ
物
な
れ
ば
、
国
内
に
ま
す
神
た
ち
の
社
々
を
い

つ
き
祭
り
給
は
む
わ
ざ
ぞ
、
あ
る
が
中
に
も
む
ね
と
あ
る
べ
き
も
の
な
り
け
る
、（
八
―
五
〇
七
）

　

す
な
わ
ち
、
本
来
、
卜
に
よ
っ
て
「
神
の
御
心
」
を
問
う
の
が
「
古
の
道
」
で
あ
る
が
、「
今
の
世
」
に
お
い
て
は
、「
さ
か
し
ら
心
」

に
よ
り
「
い
た
づ
ら
ご
と
」
と
な
っ
て
し
ま
う
為
、
神
社
を
奉
斎
す
る
こ
と
に
専
念
せ
よ
、
と
い
う
理
解
な
の
で
あ
る
。

　

但
し
、
そ
の
奉
斎
の
在
り
方
に
条
件
が
あ
る
こ
と
は
、
先
に
も
引
い
た
「
直
毘
霊
」
に
お
け
る
左
の
言
か
ら
窺
え
る
。

人
は
み
な
、
産
巣
日
神
の
御
霊
に
よ
り
て
、
生
れ
つ
る
ま
に
〳
〵
、
身
に
あ
る
べ
き
か
ぎ
り
の
行
は
、
お
の
づ
か
ら
知
て
よ
く
為
る

物
に
し
あ
れ
ば
、
い
に
し
へ
の
大
御
代
に
は
、
し
も
が
し
も
ま
で
、
た
ゞ
天
皇
の
大
御
心
を
心
と
し
て
、
ひ
た
ぶ
る
に
大
命
を
か
し

こ
み
ゐ
や
び
ま
つ
ろ
ひ
て
、
お
ほ
み
う
つ
く
し
み
の
御
蔭
に
か
く
ろ
ひ
て
、
お
の
も
〳
〵
祖
神
を
斎
祭
つ
ゝ
、
ほ
ど
〳
〵
に
あ
る
べ

き
か
ぎ
り
の
わ
ざ
を
し
て
、
穏
し
く
楽
く
世
を
わ
た
ら
ふ
ほ
か
な
か
り
し
か
ば （
本
文
、
九
―
五
九
～
六
二
）

　

す
な
わ
ち
、
天
皇
の
大
御
心
を
仰
ぎ
、
天
皇
の
言
葉
に
畏
敬
・
服
従
し
た
上
で
、
祖
神
を
奉
斎
す
る
こ
と
が
、「
い
に
し
へ
」
よ
り



本居宣長における「神の道」と延喜式祝詞註釈（入倉）55

「
今
」
へ
一
貫
す
る
、「
産
巣
日
神
の
御
霊
」
を
受
け
た
生
ま
れ
た
儘
の
人
の
在
り
方
な
の
で
あ
る
。
こ
の
理
解
は
、
祖
神
奉
斎
に
つ
い
て

の
宣
長
の
自
注
に
お
い
て
よ
り
詳
し
く
説
か
れ
る
。

天
皇
の
、
大
御
皇
祖
神
の
御
前
を
拝
祭
坐
が
ご
と
く
、
臣
連
八
十
伴
緒
、
天
下
の
百
姓
に
至
る
ま
で
、
各
祖
神
を
祭
る
は
常
に
て
、

又
天
皇
の
、
朝
廷
の
た
め
天
下
の
た
め
に
、
天
神
国
神
諸
を
も
祭
坐
が
如
く
、
下
な
る
人
ど
も
も
、
事
に
ふ
れ
て
は
、
福
を
求
む
と
、

善
神
に
こ
ひ
ね
ぎ
、
禍
を
の
が
れ
む
と
、
悪
神
を
も
和
め
祭
り
、
又
た
ま
〳
〵
身
に
罪
穢
も
あ
れ
ば
、
祓
清
む
る
な
ど
、
み
な
人
の

情
に
し
て
、
か
な
ら
ず
有
べ
き
わ
ざ
な
り
、（
自
注
、
九
―
六
一
）

　

す
な
わ
ち
、
人
が
祖
神
を
奉
斎
し
、
諸
神
に
祈
り
、
祭
る
在
り
方
は
、「
天
皇
の
、
大
御
皇
祖
神
の
御
前
を
拝
祭
坐
が
ご
と
く
」、「
天

皇
の
、
朝
廷
の
た
め
天
下
の
た
め
に
、
天
神
国
神
諸
を
も
祭
坐
が
如
く
」
と
、
す
べ
て
、
天
皇
に
倣
う
べ
き
こ
と
を
説
く
の
で
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
宣
長
に
は
、
本
来
、
人
は
万
事
に
お
い
て
卜
を
行
い
、「
神
の
御
教
」
を
請
う
べ
き
で
あ
る
も
の
の
、「
今
の
世
」
に
お
い
て

は
難
し
い
、
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
、「
い
に
し
へ
」
よ
り
「
今
」
へ
一
貫
す
る
人
の
在
り
方
は
、
卜
に
よ
り
「
神

の
神
教
」
を
請
う
こ
と
で
は
な
く
、
現
に
こ
の
国
を
し
ろ
し
め
す
天
皇
の
大
御
心
を
仰
ぐ
こ
と
に
こ
そ
求
め
ら
れ
、
そ
の
前
提
の
下
に
、

神
々
の
祭
り
に
従
事
す
る
こ
と
で
神
と
接
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
、
宣
長
の
理
解
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

以
上
か
ら
、「
神
の
道
」
に
適
う
人
の
在
り
方
は
、
天
照
大
御
神
よ
り
伝
え
ら
れ
た
「
神
の
道
」
を
体
現
す
る
、
天
皇
の
大
御
心
を
仰

ぐ
事
に
大
事
が
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
そ
う
し
た
「
天
つ
神
の
御
心
を
大
御
心
と
し
て
」
こ
の
国
を
「
安
国
」
と
し
ろ
し
め
す
「
天
皇

の
御
政
」
は
、
即
「
神
の
御
政
」
で
あ
る
か
ら
、
天
皇
の
大
御
心
を
仰
ぐ
こ
と
は
神
の
御
心
に
も
適
う
行
い
な
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
そ
う
し
た
人
の
在
り
方
に
鑑
み
た
と
き
、
祝
詞
は
人
々
に
と
っ
て
如
何
な
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
か
。
次
節
で
は
こ
の

点
を
検
討
す
る
。
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二
、
天
児
屋
命
の
職
掌
と
天
皇
の
言
葉
と
し
て
の
祝
詞

　

前
節
で
は
、
神
・
天
皇
・
人
の
三
者
か
ら
な
る
「
神
の
道
」
が
、
神
か
ら
天
皇
へ
伝
え
ら
れ
、
天
皇
か
ら
人
へ
と
そ
の
「
御
蔭
」
が
及

ぼ
さ
れ
る
重
層
的
な
構
造
を
呈
し
つ
つ
、
そ
の
中
心
が
天
皇
の
存
在
に
あ
る
こ
と
、
人
の
在
り
方
は
そ
う
し
た
「
神
の
道
」
を
体
現
す
る

天
皇
の
大
御
心
を
仰
ぐ
事
に
大
事
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
こ
れ
を
踏
ま
え
、
本
節
で
は
、
そ
う
し
た
姿
勢
を
持
す
べ
き
人
が
、
祝
詞

に
如
何
に
接
す
る
べ
き
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
神
代
に
お
い
て
卜
と
祝
詞
と
を
担
っ
た
天
児
屋
命
の
職
掌
に
対
す
る
宣
長
の
理
解
か
ら

検
討
す
る
。

　

ま
ず
卜
に
つ
い
て
、『
古
事
記
伝
』
二
十
三
之
巻
に
お
け
る
宣
長
の
見
解
を
確
認
し
た
い
。

抑
世
間
の
事
は
、
吉
も
凶
も
、
顕
露
事
の
外
に
、
幽
事
あ
り
て
、
其
幽
事
は
、
何
の
故
誰
が
所
為
と
云
こ
と
の
、
顕
に
知
ら
れ
ざ

る
を
云
、
疫
病
の
類
な
ど
も
、
此
幽
事
に
て
、
何
の
故
誰
が
所
為
と
は
知
ら
れ
ぬ
を
、
神
の
御
教
を
祈
乞
て
、
此
を
知
こ
と
な
り
、

【
書
紀
神
代
巻
に
、
天
児
屋
命
主
二
神
事
之
宗
源
一
者
也
、
故
俾
下
以
二
太
占
之
卜
事
一、
而
奉
仕
上
焉
、
と
あ
る
を
以
て
知
べ
し
、
此
に

神
事
と
あ
る
は
、
即
幽
事
の
こ
と
に
て
其
宗
源
を
主
る
と
は
、
卜
事
を
以
て
、
神
の
教
を
乞
て
、
其
幽
事
を
、
何
の
ゆ
ゑ
誰
が
し
わ

ざ
と
知
る
、
其
卜
事
祈
請
の
本
を
主
掌
る
を
謂
な
り
、
よ
く
〳
〵
文
義
を
味
ふ
べ
し
、】（
十
一
―
一
八
）

　

宣
長
は
、
こ
の
世
に
は
、「
顕
」
に
は
知
り
得
ぬ
「
幽
事（
（（
（

」
が
存
在
し
、
そ
の
「
幽
事
」
の
理
由
は
「
神
の
御
教
」
を
請
う
こ
と
で
初

め
て
知
り
得
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
天
児
屋
命
の
職
掌
は
、『
日
本
書
紀
』
神
代
巻
第
九
段
第
二
の
一
書
に
「
天
児
屋
命
主
二
神
事
之
宗

源
一
者
也
、
故
俾
下
以
二
太
占
之
卜
事
一、
而
奉
仕
上
焉
」
と
あ
る
様
に
、
そ
の
様
な
「
幽
事
」（「
神
事
」）
に
対
し
て
、
太
占
に
よ
り
「
神
の
御

教
」
を
請
う
こ
と
で
そ
れ
が
「
何
の
故
誰
が
所
為
」
な
の
か
を
知
る
こ
と
で
あ
る
と
解
し
た
。
こ
う
し
た
理
解
は
、
前
節
で
確
認
し
た
様

に
、「
い
に
し
へ
」
に
お
け
る
神
の
言
葉
に
対
す
る
人
の
在
り
方
と
合
致
す
る
。
但
し
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
次
に
確
認
す
る
、
祝



本居宣長における「神の道」と延喜式祝詞註釈（入倉）57

詞
に
対
す
る
宣
長
の
見
解
で
あ
る
。

　

言
う
ま
で
も
な
く
、
天
児
屋
命
は
中
臣
氏
の
祖
神
で
あ
る
が
、
宣
長
は
、『
古
事
記
伝
』
十
五
之
巻
で
、
天
孫
降
臨
に
あ
た
り
天
児
屋

命
が
五
伴
緒
と
し
て
天
孫
に
付
き
従
っ
た
箇
所
の
註
釈
で
、「
中
臣
」
の
語
義
・
職
掌
を
左
の
様
に
説
く
。

名
義
は
中
執
臣
な
り
、（
中
略
）祖
神
天
児
屋
命
よ
り
し
て
、
神
と
君
と
の
御
中
を
執
持
て
申
す
職
な
る
よ
し
な
り
、【（
前
略
）中
を
取

と
は
、
職
員
令
、
大
納
言
義
解
に
、
納
二
下
言
於
上
一、
宣
二
上
言
於
下
一
也
、
と
な
る
と
、
同
じ
心
ば
へ
に
て
、
諸
の
祝
詞
な
ど
を
申

す
は
、
君
の
御
言
を
神
に
納
る
な
り
、
太
占
の
卜
事
を
掌
る
は
、
神
の
御
言
を
君
に
宣
申
す
な
り
、
こ
れ
み
な
中
臣
の
職
に
て
、
書

紀
に
、
天
児
屋
命
、
主
二
神
事
之
宗
源
一
者
也
、
故
俾
下
以
二
太
占
之
卜
事
一
而
奉
仕
上
焉
、
と
あ
る
が
如
し
、】（
十
―
一
七
九
）

　

す
な
わ
ち
、「
神
と
君
と
の
御
中
を
執
持
て
申
す
職
」
に
従
事
す
る
こ
と
が
、
天
児
屋
命
を
祖
神
と
す
る
「
中
臣
」
の
責
務
で
あ
る
と

し
、「
神
の
御
言
」
を
天
皇
へ
伝
え
る
太
占
と
「
君
の
御
言
」
を
神
へ
伝
え
る
祝
詞
と
い
う
、
太
占
と
祝
詞
と
の
対
応
関
係
を
説
く
の
で

あ
る
。

　

よ
っ
て
、
こ
の
世
に
存
在
す
る
「
幽
事
」
の
所
以
を
知
る
べ
く
「
神
の
御
教
」
を
請
う
卜
は
、
あ
く
ま
で
神
と
天
皇
と
の
「
御
中
」
を

執
持
つ
際
に
、
神
の
言
葉
を
担
う
も
の
で
あ
り
、
も
う
一
方
の
、
天
皇
の
言
葉
を
担
う
祝
詞
と
両
者
一
体
と
な
っ
て
初
め
て
、「
中
臣
」

と
し
て
の
天
児
屋
命
の
職
掌
が
機
能
す
る
、
と
い
う
の
が
宣
長
の
理
解
な
の
で
あ
っ
た
。
但
し
、
宣
長
は
、
後
世
の
人
は
も
は
や
卜
に
よ

っ
て
神
の
言
葉
を
知
り
得
な
い
、
と
す
る
。
し
か
し
、
前
節
で
確
認
し
た
様
に
、
そ
も
そ
も
「
神
の
道
」
に
適
う
人
の
在
り
方
と
は
、
天

皇
の
大
御
心
を
仰
ぐ
こ
と
に
あ
っ
た
。
故
に
、「
君
の
御
言
を
神
に
納
る
」
祝
詞
と
は
、
正
し
く
天
皇
の
大
御
心
を
仰
ぐ
対
象
と
し
て
の

意
義
を
持
つ
と
い
え
る（

（（
（

。
こ
の
こ
と
は
、
天
孫
降
臨
以
降
に
「
中
臣
」
が
掌
る
祝
詞
、
す
な
わ
ち
朝
廷
祭
儀
に
用
い
ら
れ
た
『
延
喜
祝
詞

式
』
収
載
祝
詞（
以
下
、「
式
祝
詞
」
と
略
称
）の
中
に
、
人
の
仰
ぐ
べ
き
天
皇
の
大
御
心（
天
つ
神
の
御
心
で
も
あ
る
）が
見
出
さ
れ
る
こ
と
を
意

味
す
る
。
よ
っ
て
次
節
で
は
、
こ
の
「
神
の
道
」
と
式
祝
詞
と
の
繋
が
り
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
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三
、「
神
の
道
」
と
大
祓
詞
・
出
雲
国
造
神
賀
詞

（
一
）　『
古
事
記
伝
』
に
見
る
神
代
の
時
系
列

　
「
神
の
道
」
と
式
祝
詞
と
の
繋
が
り
に
つ
い
て
は
、『
古
事
記
伝
』
で
示
さ
れ
た
、
天
孫
降
臨
に
お
け
る
神
代
の
事
跡
と
式
祝
詞
諸
篇
―

と
り
わ
け
大
祓
詞
と
出
雲
国
造
神
賀
詞
に
伝
わ
る
神
々
の
事
跡
と
の
、
時
系
列
上
の
対
応
関
係
が
重
要
な
手
掛
か
り
と
な
る
。

　

ま
ず
、
宣
長
の
天
孫
降
臨
に
対
す
る
理
解
を
確
認
す
る
。

　

言
う
ま
で
も
な
く
、
天
孫
降
臨
の
場
面
は
、『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
本
書
や
一
書
と
は
内
容
を
異
に
す
る
。『
古
事
記
』
で
は
、

天
之
忍
穂
耳
命
が
天
照
大
御
神
よ
り
事
依
し
を
受
け
、
地
上
の
荒
ぶ
る
神
々
を
平
定
し
た
後
、
改
め
て
皇
御
孫
命
で
あ
る
邇
邇
芸
命
へ
の

事
依
し
が
為
さ
れ
て
天
孫
降
臨
に
至
る
が
、『
日
本
書
紀
』
で
は
異
な
る
経
過
を
辿
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
宣
長
は
『
古
事
記
伝
』

十
五
之
巻
で
左
の
様
に
説
く
。

書
紀
に
は
ま
づ
、
云
々
、
生
二
天
津
彦
々
火
瓊
々
杵
尊
一、
故
皇
祖
高
皇
産
霊
尊
特
鍾
憐
愛
、
以
崇
養
焉
、
遂
欲
下
立
二
皇
孫
天
津
彦
々

火
瓊
々
杵
尊
一
以
為
中
葦
原
中
国
之
主
上
と
あ
り
て
、
天
穂
日
命
の
事
、
又
天
若
彦
の
事
、
又
大
己
貴
命
の
此
国
を
避
奉
し
事
な
ど
、

皆
其
次
々
に
あ
り
て
、【
大
祓
詞
、
遷
却
祟
神
祝
詞
、
出
雲
国
造
神
賀
詞
、
古
語
拾
遺
な
ど
、
皆
此
趣
に
て
、
右
の
事
等
を
、
皇
御

孫
命
に
係
た
り
、】
さ
て
高
皇
産
霊
尊
以
二
真
床
追
衾
一、
覆
二
皇
孫
天
津
彦
々
火
瓊
々
杵
尊
一
使
降
之
と
あ
り
、
一
書
に
は
、
天
若
彦
の

事
初
に
あ
り
、
又
一
書
は
、
此
記
の
次
序
と
同
じ
、
是
ら
事
の
先
後
の
伝
の
、
さ
ま
〴
〵
な
る
な
り（
十
―
一
四
八
）

　

す
な
わ
ち
、
宣
長
は
、『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
本
書
や
一
書
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
経
過
を
辿
る
こ
と
に
つ
い
て
、「
事
の
先
後
の

伝
の
、
さ
ま
〴
〵
な
る
な
り
」
と
、
伝
え
の
違
い
と
す
る
。
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し
か
し
、
宣
長
に
と
っ
て
問
題
で
あ
っ
た
の
は
、
天
孫
降
臨
に
係
る
大
祓
詞
を
含
む
諸
祝
詞
に
お
け
る
神
々
の
事
跡
が
『
古
事
記
』
と

合
致
し
な
い
点
で
あ
っ
た
。
故
に
、
先
述
し
た
『
古
事
記
』
に
お
け
る
、
天
之
忍
穂
耳
命
が
事
依
さ
れ
た
後
、
改
め
て
邇
邇
芸
命
に
事
依

さ
れ
る
ま
で
の
間
に
為
さ
れ
た
、
荒
ぶ
る
神
々
の
平
定
が
何
時
行
わ
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
如
何
に
大
祓
詞
等
と
矛
盾
す
る

こ
と
な
く
解
釈
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
か
、『
古
事
記
伝
』
十
三
之
巻
で
左
の
様
に
説
く
。

大
殿
祭
祝
詞
に
、
以
二
天
津
御
量
一
氐
、
事
問
之
磐
根
木
根
乃
立
知
、
草
能
可
岐
葉
乎
毛
言
止
氐
、
天
降
利
賜
比
志
云
々
、
大
祓
詞
に
、

如
此
依
志
奉
志
国
中
爾
、
荒
振
神
等
乎
波
、
神
問
志
爾
問
志
賜
、
神
掃
々
賜
比
氐
、
語
問
志
磐
根
樹
立
、
草
之
垣
葉
乎
毛
語
止
氐
云
々
、

こ
れ
ら
は
此
の
事
を
、
平
定
竟
て
後
よ
り
云
る
も
の
な
り（
十
―
四
七
）

　

す
な
わ
ち
、
大
殿
祭
祝
詞
や
大
祓
詞
に
お
け
る
、
皇
御
孫
命
へ
の
事
依
し
か
ら
荒
ぶ
る
神
々
の
平
定
へ
と
い
う
順
序
は
、
実
際
は
「
此

の
事
を
、
平
定
竟
て
後
よ
り
」、
す
な
わ
ち
、
荒
ぶ
る
神
々
の
平
定
か
ら
皇
御
孫
命
へ
の
事
依
し
へ
と
い
う
順
序
で
あ
る
、
と
、
時
系
列

を
行
文
に
逆
行
さ
せ
た
解
釈
を
立
て
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
天
孫
降
臨
に
係
る
『
古
事
記
』
と
大
祓
詞
等
の
式
祝
詞
諸
篇
に
お
け
る

神
々
の
事
跡
と
を
、
時
系
列
の
上
で
合
致
さ
せ
よ
う
と
す
る
宣
長
の
苦
心
が
看
取
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
出
雲
国
造
神
賀
詞
で
は
、
天
孫
降
臨
に
先
立
つ
地
上
の
平
定
に
際
す
る
天
穂
日
命（

（（
（

の
行
状
を
め
ぐ
っ
て
、『
古
事
記
』
と
異
な

る
伝
え
を
語
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
宣
長
は
左
の
様
に
述
べ
る
。

抑
此
天
穂
日
命
の
故
事
を
考
る
に
、
右
の
如
く
此
記
と
書
紀
と
遷
却
祟
神
詞
と
は
、
皆
大
旨
同
じ
き
に
、
た
ゞ
出
雲
神
賀
の
み
は
、

其
趣
甚
異
な
る
は
、（
中
略
）師
の
祝
詞
考
に
云
く
、

穂
日
命
は
、
大
名
持
神
に
媚
附
て
、
三
年
に
至
で
復
命
申
ず
と
、
古
事
記
日
本
紀
な
ど
に
は
あ
る
を
、
此
神
賀
詞
に
如
此
云
る

は
、
国
造
が
遠
祖
な
る
故
に
、
宜
く
云
な
せ
る
に
や
、
と
思
ふ
人
も
有
な
む
か
、
然
に
は
非
ず
、
此
伝
事
、
右
の
二
記
に
は
漏

た
る
が
、
此
詞
に
遺
れ
る
な
り
、
若
二
記
に
見
え
た
る
如
く
、
終
に
返
事
申
ず
は
、
天
若
彦
に
亜
た
る
罪
も
有
べ
き
に
、
然
は

あ
ら
で
、
天
神
祖
の
詔
に
、
大
名
持
命
の
祭
を
な
さ
む
は
、
穂
日
命
と
の
た
ま
ひ
し
は
、
よ
く
彼
神
を
媚
和
せ
し
故
な
り
、
さ
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て
天
に
復
命
し
て
、
終
に
天
夷
鳥
命
布
都
怒
志
命
を
天
降
し
て
、
大
な
る
功
を
成
る
も
、
も
は
ら
穂
日
命
の
思
兼
に
よ
れ
り
云
々
、

と
云
れ
つ
る
ぞ
、
委
き
考
な
り
け
る
。（
中
略
）
さ
て
復
奏
た
ま
ひ
し
は
、
三
年
も
過
て
後
の
こ
と
な
れ
ば
、
此
記
な
ど
に
は
、
其
間

甚
久
し
く
還
た
ま
は
ぬ
ほ
ど
を
言
て
、（
中
略
）
即
次
の
天
若
日
子
の
事
に
移
れ
る
故
に
、
其
後
に
此
穂
日
命
の
復
奏
給
ひ
し
こ
と
を

ば
、
ま
ぎ
ら
か
し
て
、
伝
へ
脱
せ
る
な
る
べ
し
、
さ
て
後
に
雉
名
鳴
女
を
遣
す
時
に
、
た
ゞ
天
若
日
子
の
こ
と
を
問
し
む
る
由
の
み

有
て
、
此
穂
日
命
の
な
ほ
久
し
く
還
ら
ぬ
所
以
を
問
し
む
る
こ
と
は
、
見
え
ざ
る
を
思
へ
ば
、
其
以
前
に
既
返
事
申
給
ひ
し
こ
と
知

ら
れ
た
り（
十
―
四
九
～
五
〇
、
宣
長
が
引
く
『
祝
詞
考
』
は
、
便
宜
上
、
改
行
し
て
本
文
よ
り
二
字
下
げ
に
し
た（
（（
（

。）

　

す
な
わ
ち
、
天
穂
日
命
が
地
上
の
荒
ぶ
る
神
々
の
平
定
に
貢
献
し
な
か
っ
た
と
い
う
『
古
事
記
』
の
記
述
に
つ
い
て
、
神
賀
詞
に
従

い
、『
古
事
記
』
で
天
穂
日
命
が
返
事
を
申
さ
な
か
っ
た
の
は
、
次
の
天
若
日
子
が
遣
わ
さ
れ
た
後
、
雉
名
鳴
女
が
遣
わ
さ
れ
る
迄
の
間

に
、
返
事
申
し
た
為
で
あ
る
と
解
釈
し
直
す
の
で
あ
る
。
更
に
、
宣
長
は
、『
古
事
記
』
で
最
終
的
に
地
上
の
平
定
に
遣
わ
さ
れ
た
建
御

雷
神
と
天
鳥
船
神
を
、
出
雲
国
造
神
賀
詞
に
お
い
て
天
穂
日
命
が
地
上
の
平
定
に
遣
わ
し
た
布
都
怒
志
命
と
天
夷
鳥
命
に
比
定
す
る（

（（
（

。
正

し
く
、
真
淵
の
い
う
様
に
、
地
上
の
平
定
は
「
穂
日
命
の
思
兼
」
に
よ
っ
て
成
っ
た
と
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
発
想
は
、
骨
格

と
し
て
は
真
淵
の
見
解
を
踏
襲
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
天
穂
日
命
が
遣
わ
さ
れ
て
か
ら
返
事
申
す
迄
に
三
年
を
超
え
た
が
故
に
、
伝
え

を
漏
ら
し
た
の
だ
と
解
し
、『
古
事
記
』
に
お
け
る
建
御
雷
神
と
天
鳥
船
神
を
、
出
雲
国
造
神
賀
詞
に
お
け
る
天
穂
日
命
が
遣
わ
し
た
布

都
怒
志
命
と
天
夷
鳥
命
と
同
神
と
す
る
こ
と
で
、
天
穂
日
命
の
行
状
を
『
古
事
記
』
の
時
系
列
の
上
に
落
と
し
込
む
点
に
、
宣
長
の
特
徴

が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

以
上
か
ら
、
宣
長
に
お
い
て
、
天
孫
降
臨
に
係
る
『
古
事
記
』
と
大
祓
詞
・
出
雲
国
造
神
賀
詞
に
お
け
る
神
々
の
事
跡
と
は
、
同
一
線

上
の
出
来
事
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
と
い
え
る（

（（
（

。
抑
々
、
天
孫
降
臨
は
、
天
照
大
御
神
か
ら
皇
御
孫
命
へ
「
神
の
道
」
が
伝
え
ら
れ
る
、

「
神
の
道
」
論
の
根
幹
に
係
る
出
来
事
で
あ
る
。
そ
う
し
た
出
来
事
に
、
大
祓
詞
と
出
雲
国
造
神
賀
詞
に
お
け
る
神
代
の
事
跡
が
時
系
列

の
上
で
合
致
さ
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、「
神
の
道
」（
神
代
の
事
跡
）と
大
祓
詞
・
出
雲
国
造
神
賀
詞（
人
代
の
祭
儀
）と
に
連
続
性
を
持
た
せ
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よ
う
と
す
る
宣
長
の
意
識
を
物
語
る
も
の
と
い
え
よ
う（

（（
（

。

（
二
）　『
後
釈
』
二
書
に
見
る
天
皇
と
「
安
国
」

　

そ
う
し
た
『
古
事
記
』
と
時
系
列
上
合
致
し
た
「
神
の
道
」
の
中
の
出
来
事
を
語
る
大
祓
詞
と
出
雲
国
造
神
賀
詞
と
を
、
宣
長
は
如
何

に
註
釈
し
た
の
か
。
こ
こ
で
は
最
後
に
こ
の
点
に
つ
い
て
、
賀
茂
真
淵
『
祝
詞
考
』
に
対
す
る
宣
長
の
批
判
的
な
「
後
釈
」
の
要
諦
を
確

認
し
た
い（
（（
（

。

　

ま
ず
『
大
祓
後
釈
』
を
見
る
と
、
大
祓
詞
冒
頭
に
見
え
る
「
高
天
原
爾
神
留
坐
皇
親
神
漏
岐
神
漏
美
乃
命
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
、「
さ

て
留
と
申
す
よ
し
は
、
皇
御
孫
命
の
、
高
天
原
を
離
れ
て
、
此
国
に
降
坐
る
に
対
へ
て
、
降
坐
ぬ
神
を
、
留
坐
と
は
申
せ
る
也
、（
中
略
）

さ
れ
ば
此
言
は
、
御
孫
命
の
新
に
天
降
坐
つ
る
こ
ろ
申
せ
し
言
の
伝
は
り
た
る
物
也
」（
七
―
九
九
）と
、
天
孫
降
臨
の
頃
の
言
葉
が
伝
わ
っ

た
も
の
と
解
す（

（（
（

。

　

で
は
、
天
孫
降
臨
に
お
い
て
、
如
何
な
る
事
依
し
が
為
さ
れ
た
の
か
。
大
祓
詞
に
は
次
の
様
に
記
さ
れ
る
。「
我
皇
御
孫
之
命
波
豊
葦

原
乃
水
穂
之
国
乎
。
安
国
止
平
久
所
知
食
」（
七
―
一
〇
二
）、
す
な
わ
ち
、
こ
の
「
豊
葦
原
乃
水
穂
之
国
」
を
「
安
国
」
と
し
て
し
ろ
し
め
せ
、

と
の
事
依
し
で
あ
る
。
宣
長
は
、
こ
の
「
安
国
」
の
語
に
つ
い
て
、「
安
国
は
、
神
武
天
皇
紀
に
、
浦
安
国
と
あ
る
と
同
じ
く
、
た
ゞ
安

き
国
と
心
得
て
も
あ
る
べ
け
れ
ど
、
な
ほ
い
さ
ゝ
か
こ
と
な
る
べ
し
、
安
見
し
給
ふ
国
と
い
ふ
こ
と
也
、
安
見
し
給
ふ
と
は
、
安
見
し
し

吾
天
皇
と
い
へ
る
是
也
」（
同
前
）
と
、
天
皇
が
「
安
見
し
給
ふ
国
」
で
あ
る
と
解
し
た
。
こ
の
「
安
国
」
は
、
真
淵
『
祝
詞
考
』
で
注
目

さ
れ
な
か
っ
た
語
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
宣
長
は
、
天
皇
を
主
体
と
し
た
意
義
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
「
神
漏
岐
神
漏
美
」
と
「
皇
親
」
の
意
味
す
る
も
の
に
つ
い
て
、『
古
事
記
伝
』
十
三
之
巻
を
確
認
す
る
と
、「
神
呂
岐
神
呂
美

と
申
称
は
、
何
れ
の
皇
祖
神
へ
も
わ
た
る
こ
と
な
れ
ど
も
、
是
ら
の
祝
詞
に
如
是
申
せ
る
は
、
い
づ
れ
も
高
御
産
巣
日
と
天
照
大
御
神
と

二
柱
の
み
を
指
て
申
せ
る
こ
と
、
此
記
書
紀
な
ど
合
見
て
明
し
」（
十
―
四
六
）
と
し
、「
皇
親
と
置
る
、
皇
は
天
皇
を
申
す
、（
中
略
）
親
は
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む
つ
ま
し
き
を
云
、
天
照
大
御
神
は
、
皇
孫
命
の
御
祖
に
坐
こ
と
、
更
に
も
申
さ
ず
、
高
御
産
巣
日
も
、
外
祖
父
に
坐
ば
、
共
に
親
し
き

御
生
祖
な
り
」（
同
前
）と
す
る
。
よ
っ
て
、
大
祓
詞
に
お
け
る
「
我
皇
御
孫
之
命
波
豊
葦
原
乃
水
穂
之
国
乎
。
安
国
止
平
久
所
知
食
」
と
の
言
葉

は
、
高
御
産
巣
日
神
と
天
照
大
御
神
か
ら
皇
御
孫
命
へ
、
こ
の
国
を
「
安
国
」
と
し
ろ
し
め
す
使
命
を
事
依
す
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る（

（（
（

。

　

次
に
、
宣
長
の
真
淵
批
判
と
し
て
重
要
な
「
天
津
宮
事
」
の
理
解
を
確
認
す
る
。
真
淵
は
『
祝
詞
考
』
に
お
い
て
、
こ
の
語
を
「
天
津

宣
事
」
と
字
を
改
め
た
上
で
、
大
祓
詞
の
原
型
た
る
「
皇
祖
神
の
御
詔
」
と
解
す（

（（
（

。
こ
れ
に
対
し
、
宣
長
は
、「
天
津
宮
事
と
は
、
高
天

原
な
る
天
照
大
御
神
の
朝
廷
に
し
て
、
行
は
せ
給
ふ
儀
式
に
な
ら
ひ
て
、
そ
の
如
く
行
ひ
給
ふ
事
を
い
ふ
、
凡
て
此
御
国
に
し
て
、
皇
御

孫
命
の
朝
廷
の
儀
式
も
何
も
、
皆
か
の
天
上
の
朝
廷
の
に
な
ら
ひ
て
、
行
は
せ
給
ひ
し
こ
と
也
、
此
祝
詞
に
、
天
津
菅
曽
、
天
津
祝
詞
な

ど
あ
る
も
、
か
ゝ
る
く
さ
〴
〵
の
物
も
、
天
津
宮
に
て
用
ひ
ら
る
ゝ
物
に
、
な
す
ら
へ
よ
る
よ
し
也
」（
七
―
一
三
三
）と
、
あ
く
ま
で
高
天

原
の
「
天
照
大
御
神
の
朝
廷
」
に
お
け
る
儀
式
に
倣
っ
た
、「
皇
御
孫
命
の
朝
廷
」
に
お
け
る
儀
式
と
解
し
、
皇
祖
神
で
は
な
く
天
皇
を

主
体
と
し
た
語
で
あ
る
と
解
す
の
で
あ
る
。

　

以
上
か
ら
分
か
る
様
に
、
宣
長
は
、
真
淵
が
見
過
ご
し
た
「
安
国
」
や
、
大
祓
詞
の
原
型
と
し
て
の
「
皇
祖
神
の
御
詔
」
と
解
す
「
天

津
宮（
宣
）事
」
と
い
っ
た
語
に
、
天
皇
を
主
体
と
す
る
意
味
合
い
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

次
に
『
神
寿
後
釈
』
を
見
る
と
、
宣
長
は
、
出
雲
国
造
神
賀
詞
本
文
に
見
え
る
「
伊
波
比
乃
返
事
能
神
賀
吉
詞
」
と
い
う
語
に
対
す
る

左
の
真
淵
の
見
解
に
対
し
批
判
を
加
え
る
。

こ
は
初
め
に
朝
廷
に
召
上
せ
ら
れ
て
、
位
又
負
幸
物
を
賜
は
り
、
大
神
た
ち
を
斎
奉
り
て
、
天
皇
の
御
代
を
賀
奉
れ
と
い
ふ
大
命
を

う
け
給
は
り
て
、
其
斎
の
事
竟
り
つ
れ
ば
、
か
の
大
命
の
復
命
と
し
て
、
神
賀
詞
を
申
す
と
い
ふ
也
、
か
く
て
此
神
賀
詞
は
、
其
大

神
た
ち
の
御
詞
に
、
国
造
が
言
を
と
り
合
せ
て
申
す
也
、
さ
れ
ば
上
の
文
、
静
宮
に
忌
静
と
い
は
で
は
か
な
は
ず
、
下
に
神
の
礼
代

臣
の
礼
代
と
あ
る
是
也（
七
―
四
一
）

　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
賀
茂
真
淵
と
本
居
宣
長
に
お
け
る
祝
詞
認
識
の
相
違
」
で
も
指
摘
し
た
が
、
真
淵
が
神
賀
詞
を
出
雲
の
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神
々
の
言
葉
に
出
雲
国
造
の
言
葉
を
合
わ
せ
た
も
の
と
解
す
る
の
に
対
し
、
宣
長
は
、
左
の
様
に
、
出
雲
国
造
単
独
の
言
葉
で
あ
る
と
解

す
る
の
で
あ
る
。

此
吉
詞
は
た
ゞ
国
造
の
申
す
に
こ
そ
あ
れ
、
神
た
ち
の
申
給
ふ
意
は
な
し
、
か
の
志
都
宮
に
鎮
奉
る
は
、
此
詞
を
此
神
た
ち
の
申
給

ふ
故
の
事
に
は
あ
ら
ず
、
此
斎
は
、
朝
廷
の
重
き
御
祈
を
申
す
、
国
造
の
世
の
か
ぎ
り
の
重
き
斎
な
る
が
故
に
、
国
中
の
神
た
ち
を

ば
、
請
奉
る
也
、
さ
て
下
に
神
の
礼
じ
り
と
あ
る
は
、
そ
こ
の
考
に
い
は
れ
た
る
如
く
、
穂
日
命
よ
り
次
々
、
国
造
の
先
祖
の
神
た

ち
よ
り
、
奉
り
給
ふ
礼
代
な
れ
ば
、
此
吉
詞
も
、
穂
日
命
よ
り
代
々
の
出
雲
氏
の
神
た
ち
の
、
申
給
ふ
意
を
か
ね
た
り
と
は
、
い
ひ

も
す
べ
き
を
、
か
の
志
都
宮
に
鎮
祭
る
は
、
出
雲
一
国
の
神
た
ち
な
れ
ば
、
か
の
神
の
礼
じ
り
と
あ
る
に
は
、
あ
づ
か
ら
ぬ
事
な
る

を
や
、（
七
―
四
一
～
二
） 

　

す
な
わ
ち
、「
神
の
礼
じ
り
」「
神
賀
吉
詞
」
の
「
神
」
は
、「
出
雲
一
国
の
神
た
ち
」
で
は
な
く
、「
国
造
の
先
祖
の
神
た
ち
」
を
指
す

も
の
で
あ
る
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
こ
の
批
判
が
ど
う
い
っ
た
意
義
を
持
つ
の
か
は
、
先
に
確
認
し
た
大
祓
詞
に
お
け
る
「
皇
親
」
の
意

味
を
如
何
に
解
す
る
の
か
と
い
う
問
題
に
繋
が
る
の
で
あ
る
。

　

出
雲
国
造
神
賀
詞
に
は
、
大
祓
詞
と
同
じ
く
「
神
魯
伎
神
魯
美
命
」
が
見
え
る
が
、
そ
れ
は
皇
御
孫
命
で
は
な
く
、
天
穂
日
命
に
向
け

ら
れ
た
命
で
あ
る
。
こ
の
点
を
宣
長
は
重
視
す
る
。
す
な
わ
ち
、
神
賀
詞
で
は
「
親
神
魯
伎
神
魯
美
命
」
と
、
頭
に
「
親
」
字
が
冠
さ
れ

る
こ
と
に
つ
い
て
、
真
淵
は
『
祝
詞
考
』
で
、「
例
に
も
依
、
唱
へ
の
調
に
も
よ
る
に
、
親
の
上
に
、
皇
の
字
落
し
も
の
也
」（
賀
全
七
―
三

五
一
）
と
し
て
、「
親
」
を
「
皇
親
」
と
改
め
る
。
こ
れ
に
対
し
宣
長
は
、「
考
に
、
皇
字
を
補
は
れ
た
る
は
わ
ろ
し
、
こ
ゝ
は
皇
親
と
い

ひ
て
は
、
中
々
に
よ
ろ
し
か
ら
ず
」（
七
―
五
八
）
と
批
判
し
た
。
何
故
な
ら
ば
、
先
に
確
認
し
た
様
に
、「
皇
親
」
の
「
皇
」
字
は
天
皇
を

意
味
す
る
為
、「
皇
親
」
と
い
う
語
は
、
天
皇
に
向
け
ら
れ
た
言
葉
に
の
み
冠
さ
れ
る
特
別
な
意
義
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る（

（（
（

。
よ
っ
て
宣

長
は
、
神
賀
詞
に
お
い
て
は
用
い
る
べ
き
で
は
な
い
と
す
る（

（（
（

。

　

こ
こ
で
出
雲
国
造
神
賀
詞
本
文
に
立
ち
返
っ
て
み
る
と
、
天
穂
日
命
は
「
親
神
魯
伎
神
魯
美
命
」
が
下
さ
れ
る
前
に
、「
国
体
見
」
に
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遣
わ
さ
れ
た
返
事
と
し
て
、「
荒
国
」
の
様
子
を
報
告
し
、「
然
毛
鎮
平
天
皇
御
孫
命
爾
安
国
止
平
久
所
知
坐
之
米
牟

」
と
述
べ
て
、
天
夷
鳥
命
と

布
都
怒
志
命
を
遣
わ
し
て
地
上
の
平
定
が
成
り
、
そ
う
し
た
功
績
を
成
し
た
天
穂
日
命
に
対
し
て
、「
親
神
魯
伎
神
魯
美
命
」
と
し
て

「
汝
天
穂
比
命
波
天
皇
命
能
手
長
大
御
世
乎
堅
石
爾
常
石
爾
伊
波
比
奉
伊
賀
志
乃
御
世
爾
佐
伎
波
閇
奉
」
と
の
命
が
下
さ
れ
た
と
あ
る
。
先
に
確

認
し
た
様
に
、
宣
長
は
、「
皇
親
」
で
は
な
く
「
親
」
と
あ
る
こ
と
に
、
神
魯
伎
神
魯
美
命
か
ら
天
穂
日
命
へ
の
命
で
あ
る
こ
と
の
意
義

を
強
調
す
る
。
よ
っ
て
、「
神
賀
吉
詞
」
に
対
す
る
宣
長
の
理
解
と
合
わ
せ
考
え
れ
ば
、
出
雲
の
神
々
を
奉
斎
す
る
の
は
、「
此
詞
を
此
神

た
ち
の
申
給
ふ
故
の
事
」
で
は
な
く
、
天
穂
日
命
が
「
親
神
魯
伎
神
魯
美
命
」
と
し
て
下
さ
れ
た
「
天
皇
命
能
手
長
大
御
世
乎
堅
石
爾
常
石

爾

伊
波
比
奉
伊
賀
志
乃
御
世
爾
佐
伎
波
閇
奉
」
る
と
い
う
「
朝
廷
の
重
き
御
祈
」
の
為
で
あ
り
、
出
雲
国
造
神
賀
詞
は
、
そ
う
し
た
天
穂
日

命
以
来
の
使
命
を
全
う
し
た
出
雲
国
造
に
よ
る
「
伊
波
比
乃
返
事
」
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
様
に
し
て
見
る
と
、
宣
長
が
特
に
註
釈
を
施
し
た
大
祓
詞
と
出
雲
国
造
神
賀
詞
と
は
、『
古
事
記
』
と
同
じ
天
孫
降
臨
の
時
系
列

の
中
で
、
高
御
産
巣
日
神
と
天
照
大
御
神
よ
り
、
皇
御
孫
命
へ
向
け
ら
れ
た
「
我
皇
御
孫
之
命
波
豊
葦
原
乃
水
穂
之
国
乎
。
安
国
止
平
久
所
知

食
」
と
い
う
、
こ
の
国
を
「
安
国
」
と
し
ろ
し
め
す
天
皇
の
使
命
の
事
依
し
と
、「
皇
御
孫
命
爾
安
国
止
平
久
所
知
坐
之
米
牟

」
と
の
意
志
を
以

て
、
地
上
の
平
定
に
貢
献
し
た
天
穂
日
命
に
向
け
ら
れ
た
「
汝
天
穂
比
命
波
天
皇
命
能
手
長
大
御
世
乎
堅
石
爾
常
石
爾
伊
波
比
奉
伊
賀
志
乃
御

世
爾
佐
伎
波
閇
奉
」
と
い
う
、
そ
う
し
た
こ
の
国
を
「
安
国
」
と
し
ろ
し
め
す
使
命
を
持
つ
天
皇
を
守
護
す
る
、
天
穂
日
命
を
始
め
と
す

る
出
雲
国
造
の
使
命
の
負
託
を
語
り
伝
え
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
は
、
正
し
く
「
直
毘
霊
」
で
宣
長
が
述
べ
る
、

「
天
つ
神
の
御
心
を
大
御
心
と
し
て
」、
こ
の
国
を
「
安
国
」
と
し
ろ
し
め
す
天
皇
と
、
そ
の
天
皇
の
大
御
心
を
仰
ぐ
人
の
在
り
方
の
規
範

が
、
こ
の
二
篇
の
祝
詞
を
通
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
共
に
、
こ
の
二
篇
の
意
義
を
「
神
の
道
」
の
観
点
か
ら
見
出
そ
う
と

し
た
『
後
釈
』
二
書
を
通
し
て
、
世
の
人
に
「
神
の
道
」
を
体
現
す
る
天
皇
の
大
御
心
を
仰
ぐ
こ
と
の
意
義
を
一
層
自
覚
さ
せ
よ
う
と
い

う
宣
長
の
意
志
が
垣
間
見
え
る
の
で
あ
る
。
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お

わ

り

に

　

以
上
、
宣
長
の
「
神
の
道
」
論
と
『
後
釈
』
二
書
と
の
繋
が
り
を
確
認
し
て
き
た
。
宣
長
の
い
う
「
神
の
道
」
は
、
神
か
ら
天
皇
へ
伝

え
ら
れ
、
天
皇
か
ら
人
へ
と
そ
の
「
御
蔭
」
が
及
ぼ
さ
れ
る
、
神
・
天
皇
・
人
の
三
者
か
ら
な
る
重
層
的
な
構
造
を
呈
し
、
そ
の
中
心
に

は
、
天
皇
の
存
在
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、「
い
に
し
へ
」
よ
り
「
今
」
へ
一
貫
す
る
人
の
在
り
方
は
、
卜
に
よ
り
「
神
の
神
教
」
を
請
う

こ
と
で
は
な
く
、「
天
つ
神
の
御
心
を
大
御
心
と
し
て
」、
こ
の
国
を
「
安
国
」
と
し
ろ
し
め
す
天
皇
の
大
御
心
を
仰
ぐ
こ
と
に
こ
そ
求
め

ら
れ
、
そ
の
対
象
の
一
つ
と
し
て
、
天
孫
降
臨
以
降
に
「
中
臣
」
が
掌
る
祝
詞
、
す
な
わ
ち
朝
廷
祭
儀
に
用
い
ら
れ
た
式
祝
詞
が
見
出
さ

れ
た
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
宣
長
は
、
天
孫
降
臨
に
係
る
『
古
事
記
』
と
大
祓
詞
・
出
雲
国
造
神
賀
詞
に
お
け
る
神
々
の
事
跡
と
を
、

時
系
列
的
に
同
一
線
上
の
出
来
事
と
し
て
捉
え
る
こ
と
で
、「
天
つ
神
の
御
心
を
大
御
心
と
し
て
」、
こ
の
国
を
「
安
国
」
と
し
ろ
し
め
す

天
皇
の
使
命
と
、
そ
の
使
命
を
守
護
す
る
臣
下
の
使
命
、
す
な
わ
ち
「
神
の
道
」
の
大
事
が
、
こ
の
二
篇
の
祝
詞
を
通
し
て
理
解
さ
れ
る

こ
と
を
、『
後
釈
』
二
書
を
通
し
て
世
に
知
ら
し
め
た
と
い
え
る
。
こ
の
こ
と
は
、
宣
長
が
、『
古
事
記
伝
』
と
『
後
釈
』
二
書
と
を
合
わ

せ
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
天
照
大
御
神
か
ら
皇
御
孫
命
へ
受
け
継
が
れ
た
「
神
の
道
」
に
お
け
る
天
皇
の
「
安
国
」
の
使
命
が
、
よ
り
明

確
に
理
解
で
き
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
を
示
す
と
い
え
よ
う（

（（
（

。

註（
1
）　

こ
の
こ
と
は
、
白
石
光
邦
『
祝
詞
の
研
究
』（
至
文
堂
、
昭
和
十
六
年
）
で
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
白
石
は
同
書
で
、「
大
祓
詞
後
釈
、

及
び
神
寿
後
釈
が
如
何
に
当
時
に
於
て
珍
重
さ
れ
た
か
は
、
寛
政
十
二
年
に
、
祝
詞
考
板
行
に
際
し
て
荒
木
田
久
老
が
加
へ
た
次
の
跋
に
よ
つ

て
充
分
知
る
こ
と
が
出
来
る
。」（
四
四
一
～
二
頁
）と
し
て
久
老
の
跋
文
を
引
く
。
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（
2
）　

以
下
、『
賀
茂
真
淵
全
集
』
か
ら
の
引
用
に
際
し
て
は
、
頭
に
「
賀
全
」
と
付
し
て
「
巻
数
―
頁
数
」
の
形
式
で
出
典
を
示
す
。

（
3
）　

久
老
は
こ
の
文
に
続
け
て
、
宣
長
の
『
後
釈
』
二
書
が
「
も
て
は
や
」
さ
れ
る
一
方
で
、『
祝
詞
考
』
の
存
在
が
知
ら
れ
ず
に
埋
も
れ
て
し

ま
う
こ
と
に
憤
り
、
同
書
刊
行
を
決
意
し
た
旨
を
述
べ
る
。
但
し
、
久
老
が
『
後
釈
』
も
高
く
評
価
し
、『
祝
詞
考
』
刊
行
準
備
作
業
の
中
で
、

祝
詞
の
本
文
・
訓
・
注
釈
に
つ
い
て
、
真
淵
・
宣
長
双
方
の
説
を
比
較
検
討
し
な
が
ら
自
身
の
祝
詞
研
究
を
深
め
て
い
た
こ
と
を
、
本
澤
雅
史

「『
祝
詞
考
』
の
刊
行
と
荒
木
田
久
老
の
祝
詞
研
究
」（
本
澤
『
祝
詞
の
研
究
』
弘
文
堂
、
平
成
十
八
年
、
第
三
部
第
四
章
）は
指
摘
し
て
い
る
。

（
4
）　
『
大
祓
後
釈
』
に
つ
い
て
、『
大
祓
詞
後
々
釈
』
は
、「
か
く
た
ら
ひ
て
め
で
た
き
書
な
れ
ど
も
、
な
ほ
ま
れ
に
は
考
あ
や
ま
ら
れ
た
る
ふ
し
、

と
き
も
ら
さ
れ
た
る
こ
と
ゞ
も
ゝ
な
き
に
し
も
あ
ら
ね
ば
、
そ
れ
を
と
り
い
で
ゝ
も
の
し
た
る
こ
の
書
ぞ
。」（『
大
祓
詞
註
釈
大
成
』
内
外
書
籍
、

昭
和
十
三
年
、
二
三
八
頁
）
と
述
べ
、『
中
臣
祓
詞
要
解
』
は
、「
後
釈
に
は
、
先
岡
部
翁
の
説
を
挙
記
し
、
さ
て
其
説
の
誤
れ
る
と
こ
ろ
あ
る

を
ば
訂
し
、
足
ら
ざ
る
を
ば
解
添
な
ど
し
て
、
そ
れ
に
何
く
れ
と
古
書
の
証
を
引
出
て
、
ね
も
ご
ろ
に
く
は
し
く
物
せ
ら
れ
た
る
を
、
古
書
の

解
説
書
に
、
い
ま
だ
め
な
れ
ざ
る
若
人
た
ち
は
、
か
へ
り
て
ま
ど
は
し
く
て
、
た
ど
〳
〵
し
き
を
、
い
か
で
目
安
く
、
そ
の
要
と
あ
る
意
詞
を

書
約
め
て
見
せ
て
よ
と
、
霜
月
の
始
よ
り
ふ
り
は
へ
て
、
た
び
〳
〵
請
ふ
人
の
あ
る
に
催
さ
れ
て
、
か
く
は
物
せ
る
な
り
」（『
伴
信
友
全
集
』

第
二
、
国
書
刊
行
会
、
明
治
四
十
年
、
五
五
八
頁
）と
述
べ
る
。

（
5
）　

大
野
晋
「
解
題
」（『
本
居
宣
長
全
集
』
第
七
巻〈
筑
摩
書
房
、
昭
和
四
十
六
年
〉）参
照
。

（
6
）　

山
田
隆
信
「
本
居
宣
長
の
「
道
」
と
「
真
心
」
―
運
命
と
の
和
解

―
」（『
目
白
学
園
女
子
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
二
二
、
昭
和
六
十
年
十

二
月
）、
金
沢
英
之
「『
古
事
記
伝
』
の
〈
神
代
〉」（
金
沢
『
宣
長
と
『
三
大
考
』　

近
世
日
本
の
神
話
的
世
界
像
』
第
二
部
第
二
章
、
平
成
十
四

年
初
出
）等
参
照
。

（
7
）　

以
下
、
宣
長
の
書
の
引
用
は
全
て
筑
摩
書
房
刊
行
の
『
本
居
宣
長
全
集
』
を
用
い
、
出
典
は（
巻
数
―
頁
数
）の
形
で
示
す
。
ま
た
、
引
用
文

中
の【　

】は
原
文
で
は
割
注
で
あ
り
、
原
文
の
振
り
仮
名
・
送
り
仮
名
は
省
略
、
そ
の
他
の
参
照
文
献
を
含
め
、
旧
字
体
は
常
用
漢
字
に
改
め

た
。

（
8
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
早
く
は
村
岡
典
嗣
『
本
居
宣
長
』（
岩
波
書
店
、
昭
和
三
年
、
三
六
五
頁
）
が
「
宣
長
学
は
、
文
献
学
た
る
埒
外
を
出

で
ゝ
、
単
に
古
代
人
の
意
識
を
理
解
す
る
に
止
ら
な
い
で
、
そ
の
理
解
し
た
所
を
、
や
が
て
、
自
己
の
学
説
、
自
己
の
主
義
と
し
て
、
唱
道
す

る
に
至
つ
て
ゐ
る
。」
と
指
摘
し
て
お
り
、
そ
の
後
、
麻
生
磯
次
「
宣
長
の
信
仰
的
立
場
」（
麻
生
『
宣
長
の
古
道
観
』〈
至
文
堂
、
昭
和
十
九
年
〉

所
収
、
一
頁
、
初
出
は
昭
和
十
七
年
）
が
、
宣
長
の
「
道
の
学
問
」
は
「
古
典
の
啓
示
」
に
基
づ
き
、
古
典
に
示
さ
れ
た
神
の
行
為
に
真
理
を

見
出
す
「
信
仰
の
学
」
で
あ
り
、「
道
の
学
問
に
従
事
す
る
こ
と
自
体
が
、
一
つ
の
信
仰
の
行
為
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
梅
沢
伊
勢
三
「
宣
長
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学
に
お
け
る
「
学
」
と
「
道
」
の
問
題
」（『
文
芸
研
究
』
九
〇
、
昭
和
五
十
四
年
一
月
、
七
四
、
七
五
頁
）
が
、「
宣
長
は
「
古
伝
」
を
す
べ
て

「
事
実
」
と
す
る
立
場
に
立
ち
、「
古
伝
」
の
語
る
「
事
実
」
に
こ
そ
「
道
」
が
あ
る
と
主
張
し
た
」
の
で
あ
り
、「「
古
代
の
事
実
」
に
「
道
」

が
あ
る
と
す
れ
ば
、「
古
代
事
実
」
の
究
明
は
即
ち
「
道
」
の
究
明
と
同
一
の
作
業
と
い
う
こ
と
に
な
る
」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
9
）　

宣
長
は
『
古
事
記
伝
』
七
之
巻
に
お
い
て
、
こ
の
「
神
の
道
」
が
伝
え
ら
れ
る
過
程
か
ら
、
神
々
か
ら
人
に
至
る
ま
で
等
し
く
及
ぼ
さ
れ
る

「
吉
善
事
凶
悪
事
つ
ぎ
〳
〵
に
移
り
も
て
ゆ
く
理
」
を
説
く
。
す
な
わ
ち
、
神
代
に
は
「
妙
理
」
が
存
在
す
る
と
し
て
、「
我
は
神
代
を
以
て
人

事
を
知
れ
り
」（
九
―
二
九
四
）
と
述
べ
る
宣
長
は
、
こ
の
理
の
根
拠
を
「
其
理
の
趣
は
、
女
男
大
神
の
美
斗
能
麻
具
波
比
よ
り
始
ま
り
て
、
嶋

国
諸
の
神
た
ち
を
生
坐
し
、
今
如
此
三
柱
貴
御
子
神
に
、
分
任
し
賜
へ
る
ま
で
に
皆
備
は
れ
り
」（
同
前
）
と
、
伊
邪
那
岐
・
伊
邪
那
美
二
神
が

国
生
み
を
始
め
て
天
照
大
御
神
・
月
読
命
・
須
佐
之
男
命
が
誕
生
す
る
ま
で
の
出
来
事
が
、
吉
凶
相
互
に
入
れ
替
わ
る
こ
と
に
求
め
る
の
で
あ

る
。

（
10
）　

神
の
道
と
し
て
の
側
面
に
つ
い
て
、
諸
先
学
は
以
下
の
様
に
指
摘
し
て
い
る
。
相
良
亨
「
宣
長
に
お
け
る
道
の
理
解
」（『
季
刊
日
本
思
想
史
』

二
、
昭
和
五
十
一
年
十
月
、
六
三
～
四
頁
）は
、「
大
御
国
の
手
ぶ
り
な
る
も
の
は
、
神
々
が
そ
の
よ
う
に
振
舞
い
は
じ
め
た
て
ぶ
り
で
あ
る
と

い
う
意
味
で
あ
」
り
、「
神
々
の
行
為
の
中
に
実
現
さ
れ
て
い
た
も
の
」
と
し
た
。
ま
た
、
渡
部
「
本
居
宣
長
の
「
神
の
道
」
と
「
人
の
道
」

―
そ
の
構
造
と
性
格
に
つ
い
て

―
」（
前
掲
、
九
二
頁
）は
「
神
々
の
行
跡
を
示
す
古
伝
説
の
事
実
そ
の
も
の
」
と
し
、
山
田
隆
信
「
本
居
宣
長

に
お
け
る
道
の
思
想
」（『
日
本
倫
理
学
会
編　

倫
理
学
年
報
』
二
八
、
昭
和
五
十
四
年
三
月
、
二
〇
一
頁
）
は
、「
古
伝
説
に
お
け
る
神
神
の
行

為
の
様
態
、「
て
ぶ
り
」「
事
跡
」」
と
し
た
。

（
11
）　

天
皇
の
道
と
し
て
の
側
面
に
つ
い
て
、
諸
先
学
は
以
下
の
様
に
指
摘
し
て
い
る
。
相
良
「
宣
長
に
お
け
る
道
の
理
解
」（
前
掲
、
六
四
頁
） 

は

「
大
御
国
の
古
の
大
御
て
ぶ
り
」
の
具
体
的
内
容
と
し
て
「「
て
ぶ
り
」
と
は
ま
ず
大
御
政
の
仕
方
で
あ
る
」
と
し
、
渡
部
正
一
「
本
居
宣
長
の

「
神
の
道
」
と
「
人
の
道
」
―
そ
の
構
造
と
性
格
に
つ
い
て

―
」（『
季
刊
日
本
思
想
史
』
八
、
昭
和
五
十
三
年
八
月
、
九
四
頁
） 

は
「
天
皇
の
天

下
を
治
め
る
政
治
の
道
」
と
し
、
尾
藤
正
英
「
本
居
宣
長
の
思
想
に
お
け
る
「
道
」
―
公
共
性
の
日
本
的
形
態

―
」（『
大
倉
山
文
化
会
議
研
究

年
報
』
九
、
平
成
十
年
三
月
、
七
九
頁
）は
「
天
皇
を
君
主
と
す
る
国
家
の
政
治
の
あ
り
方
」
と
し
た
。

（
12
）　

人
の
道
と
し
て
の
側
面
に
つ
い
て
、
諸
先
学
は
以
下
の
様
に
指
摘
し
て
い
る
。
相
良
「
宣
長
に
お
け
る
道
の
理
解
」（
前
掲
、
六
四
頁
）
は
前

述
し
た
「
大
御
国
の
古
の
大
御
て
ぶ
り
」
の
も
う
一
つ
の
「
て
ぶ
り
」
と
し
て
、「
諸
々
の
掟
を
う
け
て
こ
れ
に
対
す
る
青
人
草
の
心
の
持
ち

方
」
を
挙
げ
、「「
て
ぶ
り
」
が
わ
ざ
の
仕
方
と
心
の
持
ち
方
の
両
面
に
お
い
て
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
ほ
ぼ
明
ら
か
で
あ
る
。」
と
指
摘
し

た
。
渡
部
「
本
居
宣
長
の
「
神
の
道
」
と
「
人
の
道
」
―
そ
の
構
造
と
性
格
に
つ
い
て

―
」（
前
掲
、
九
二
頁
）は
「
物
の
心
に
共
感
す
る
真
心
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は
、
ま
た
神
の
道
に
随
順
し
帰
入
す
る
心
」
で
あ
る
と
し
、
宣
長
の
『
く
ず
花
』
に
お
け
る
「
真
心
と
は
、
産
巣
日
神
の
御
霊
に
よ
り
て
、
備

へ
持
て
生
れ
つ
る
ま
ゝ
の
心
を
い
ふ
」（
八
―
一
四
七
）
と
の
言
を
引
き
、「
神
意
の
ま
ま
に
は
た
ら
く
心
」
と
し
た
。
そ
の
上
で
、「
神
の
道
は

絶
対
の
事
実
と
し
て
先
立
性
を
も
ち
、
無
私
に
し
て
そ
こ
に
随
順
す
る
と
こ
ろ
に
人
の
道
が
あ
」
り
、「
神
の
道
に
帰
入
す
る
主
客
合
一
の
実

践
は
、
具
体
的
に
神
の
祭
り
と
政
治
へ
の
随
順
に
お
い
て
な
さ
れ
る
」
こ
と
を
指
摘
し
た（
九
八
、
九
九
頁
）。
山
中
芳
和
「
本
居
宣
長
の
思
想

と
鈴
屋
の
教
育
」（
山
中
『
近
世
の
国
学
と
教
育
』
多
賀
出
版
、
平
成
十
年
、
十
四
～
五
頁
、
初
出
は
平
成
八
年
）
は
「
下
た
る
者
が
自
然
の
真

心
に
よ
っ
て
「
人
の
有
る
べ
き
限
り
の
わ
ざ
」
を
行
う
こ
と
が
、
社
会
に
秩
序
を
も
た
ら
し
」、「
現
実
の
社
会
で
の
生
活
を
自
覚
的
に
営
む

こ
と
が
、
道
を
知
る
こ
と
と
等
価
の
行
為
で
あ
る
と
さ
れ
た
」
こ
と
を
指
摘
し
た
。
尾
藤
「
本
居
宣
長
の
思
想
に
お
け
る
「
道
」
―
公
共
性

の
日
本
的
形
態

―
」（
前
掲
、
八
三
頁
） 

は
、
天
皇
が
天
神
の
御
心
を
仰
ぎ
、
人
々
が
天
皇
の
大
御
心
を
仰
ぐ
在
り
方
に
、「
日
本
の
伝
統
的
な

国
家
の
あ
り
方
（「
手
ぶ
り
」）
と
し
て
の
み
、
語
る
こ
と
が
可
能
」
な
「「
私
心
」
な
き
人
々
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
政
治
的
秩
序
」
と
し
て
の

「「
道
」
の
公
共
性
」
を
指
摘
し
た
。

（
13
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
吉
田
昌
彦
「
本
居
宣
長
に
関
す
る
一
考
察
―
幕
府
の
「
相
対
化
」
と
「
さ
か
し
ら
」
の
排
除

―
」（『
日
本
歴
史
』
五
一
四
、

平
成
三
年
三
月
、
八
五
～
六
頁
）
は
「
天
皇
に
害
を
な
そ
う
と
す
る
「
賊
臣
」」
の
排
除
は
、「
天
皇
へ
の
奉
仕
の
体
系
た
る
階
層
秩
序
の
全
き

を
守
り
皇
祖
神
の
「
大
御
心
」
に
飽
く
ま
で
も
沿
お
う
と
す
る
同
秩
序
本
来
の
姿
」
と
し
、
西
岡
和
彦
「
本
居
宣
長
の
「
神
の
道
」
論
―

「
君
は
古
へ
の
道
の
全
体
也
」

―
」（『
明
治
聖
徳
記
念
学
会
紀
要
』
三
五
、
平
成
十
四
年
六
月
、
五
一
頁
）
は
、
こ
の
「「
君
は
古
へ
の
道
の
全
体

也
」
と
の
表
現
こ
そ
、『
直
霊
』（「
直
毘
霊
」）
の
精
神
で
あ
っ
た
」
の
で
あ
り
、「
宣
長
は
、
天
皇
こ
そ
「
神
の
道
」
で
あ
る
、
と
考
え
た
」
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
14
）　

本
書
は
、『
古
事
記
伝
』
二
十
一
之
巻
の
著
述
が
成
っ
た
天
明
五
年（
一
七
八
五
年
。
刊
行
は
宣
長
没
後
の
文
政
五
年〈
一
八
二
二
年
〉）以
後

間
も
な
い
時
期
に
、
門
人
の
横
井
千
秋
の
希
望
で
為
政
者
に
向
け
て
執
筆
し
た
も
の
と
さ
れ
る
が
（『
本
居
宣
長
全
集
』
第
八
巻
「
解
題
」
参

照
）、
こ
の
卜
に
対
す
る
理
解
は
『
古
事
記
伝
』
三
十
之
巻
に
も
、「
抑
此
の
神
の
御
命
を
請
奉
る
事
、
上
代
に
は
、
人
心
直
か
り
し
か
ば
、
正

し
き
御
諭
の
必
有
し
を
、
後
に
は
な
ま
さ
か
し
き
漢
心
に
な
り
て
、
神
の
御
命
を
も
、
疑
ひ
て
、
信
ぬ
こ
と
多
く
な
り
来
ぬ
る
ま
ゝ
に
、
正
し

き
御
諭
も
無
き
が
如
く
な
れ
る
な
り
」（
十
一
―
三
四
六
）と
示
さ
れ
る
。

（
15
）　
「
幽
事
」
に
つ
い
て
、
宣
長
は
別
の
箇
所
で
「
さ
て
今
よ
り
皇
孫
の
知
治
食
す
べ
き
顕
露
事
と
は
、
即
朝
廷
の
万
の
御
政
に
て
、
現
人
の
顕

に
行
ふ
事
な
り
、
幽
事
は
そ
れ
に
対
ひ
て
、
顕
に
目
に
も
見
え
ず
、
誰
為
す
と
も
な
く
、
神
の
為
し
た
ま
ふ
政
な
り
、
凡
て
此
世
に
あ
ら
ゆ
る

事
は
皆
、
神
の
御
心
も
て
為
た
ま
ふ
な
れ
ど
も
、
其
中
に
も
、
姑
現
人
の
為
す
事
に
対
へ
て
、
分
て
神
事
と
は
い
ふ
な
り
、」（
十
―
一
二
〇
）と
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述
べ
る
。

（
16
）　

こ
う
し
た
神
の
言
葉
に
対
す
る
宣
長
の
態
度
に
つ
い
て
、
葦
津
珍
彦
は
「
古
神
道
と
近
世
国
学
神
道
」
に
お
い
て
、「
な
ぜ
か
れ
ら
は
、「
天

地
の
動
き
は
神
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
神
に
聴
く
べ
き
だ
。
正
し
き
道
は
、
神
々
の
命
に
忠
で
あ
る
べ
き
だ
か
ら
、
神
の
意
は
、
神
か
ら

聴
く
べ
き
だ
」
と
答
へ
な
か
っ
た
の
で
あ
ら
う
か
。」（『
神
国
の
民
の
心
』
現
代
古
神
道
研
究
会
、
昭
和
六
十
一
年
、
二
七
頁
）
と
疑
問
を
呈
し

た
。
実
際
、
こ
の
点
に
つ
い
て
伴
信
友
が
神
の
神
教
を
請
う
「
卜
事
」
を
「
世
の
人
み
な
、
神
の
道
を
奉
け
お
こ
な
は
ん
と
す
る
と
も
が
ら
の
、

依
ら
で
は
え
あ
る
ま
じ
き
わ
ざ
に
な
む
あ
り
け
る
」
と
『
正
卜
考
』
で
述
べ 

（
前
掲
『
伴
信
友
全
集
』
第
二
、
四
四
一
頁
）、
後
に
は
、
敷
田

年
治
『
祝
詞
弁
蒙
』
が
大
祓
詞
に
お
け
る
「
天
津
祝
詞
乃
太
祝
詞
事
」
を
「
御
卜
言
」
と
し
て
、
卜
占
を
媒
介
と
し
た
神
の
言
葉
を
祝
詞
と
捉

え
た
様
に（
巻
之
三
、
十
九
丁
裏
～
二
十
丁
表
）、
後
学
の
国
学
者
に
お
い
て
も
異
論
が
生
じ
て
い
た
こ
と
は
注
意
さ
れ
る
。

（
17
）　

天
穂
日
命
は
、『
古
事
記
』
で
は
「
天
菩
比
神
」、
出
雲
国
造
神
賀
詞
で
は
「
天
穂
比
命
」
と
表
記
さ
れ
、
宣
長
は
「
天
穂
日
命
」
や
「
穂
日

命
」
等
と
表
記
す
る
。
本
稿
は
宣
長
の
言
説
を
中
心
に
扱
う
為
、
引
用
を
除
き
『
古
事
記
』
や
出
雲
国
造
神
賀
詞
の
表
記
と
も
近
し
い
「
天
穂

日
命
」
表
記
に
従
っ
た
。

（
18
）　

宣
長
の
引
く
『
祝
詞
考
』
本
文
は
、
版
本
に
比
し
て
文
意
は
同
じ
で
あ
る
も
の
の
、
多
少
文
言
を
異
に
す
る
為
、
こ
こ
で
は
宣
長
に
よ
る
引

用
を
掲
げ
た
。

（
19
）　

宣
長
は
、『
古
事
記
伝
』
五
之
巻
で
「
此
に
建
御
雷
の
亦
名
を
、
健
布
都
と
も
豊
布
都
と
も
あ
れ
ば
、
彼
経
津
主
も
此
亦
名
な
る
こ
と
著
し
」

と
し
て
、「
経
津
主
」
を
、『
古
事
記
』
で
示
さ
れ
る
建
御
雷
神
の
「
亦
名
」
の
一
つ
に
充
て
、「
又
出
雲
国
造
が
神
賀
詞
に
は
、
天
夷
鳥
命
爾

布
都
怒
志
命
乎
副
天
、
天
降
遣
天
と
あ
り
て
、
建
御
雷
の
見
え
ぬ
も
、
一
神
な
れ
ば
な
る
べ
し
」（
九
―
二
三
〇
～
一
）
と
す
る
。
ま
た
、
十
四

之
巻
で
は
、
天
鳥
船
神
に
つ
い
て
、「
鳥
船
は
、
船
鳥
を
下
上
に
誤
れ
る
に
て
、（
中
略
）即
夷
鳥
と
同
言
な
る
べ
し
」（
十
―
九
四
～
五
）と
す
る
。

但
し
、
後
者
に
つ
い
て
は
、「
か
の
夷
鳥
命
と
、
此
記
の
鳥
船
命
と
、
同
神
な
り
と
ば
か
り
は
、
師
の
祝
詞
考
に
も
既
に
い
は
れ
た
り
」（
十
―

九
五
）と
述
べ
る
様
に
、
真
淵
説
を
踏
襲
し
て
い
る
。

（
20
）　

但
し
、
神
賀
詞
本
文
を
素
直
に
読
む
と
、
天
穂
日
命
が
地
上
に
遣
わ
さ
れ
た
の
は
「
高
天
能
神
王
高
御
魂
神
魂
命
能
皇
御
孫
命
爾
天
下
大
八
嶋

国
乎
事
避
奉
之
時
」、
す
な
わ
ち
高
御
魂
命
と
神
魂
命
か
ら
皇
御
孫
命
へ
の
事
依
し（
宣
長
は
「
事
避
」
を
事
依
し
と
見
る
）が
前
提
と
さ
れ
る
こ

と
か
ら
、
そ
の
後
に
見
え
る
「
神
魯
伎
神
魯
美
」
も
こ
の
二
神
を
指
す
か
と
思
わ
れ
、
高
御
産
巣
日
神
と
天
照
大
御
神
が
遣
わ
し
た
と
す
る

『
古
事
記
』
に
依
拠
す
る
宣
長
の
理
解
と
は
齟
齬
が
生
じ
る
様
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
宣
長
は
、『
古
事
記
伝
』
十
三
之
巻
で
、
高
御
産
巣
日

神
と
天
照
大
御
神
が
神
々
を
集
え
て
地
上
の
平
定
に
遣
わ
す
神
を
議
ら
せ
た
こ
と
に
つ
い
て
、「
天
照
大
御
神
は
表
に
し
て
、
高
御
産
巣
日
神
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は
裏
な
る
が
如
く
」（
十
―
四
四
）と
述
べ
、「
然
云
故
は
、
高
御
産
巣
日
神
は
、
高
天
原
を
所
知
食
君
主
に
は
坐
さ
ず
、【
故
裏
な
る
が
ご
と
し
、

此
神
を
次
に
も
列
ね
、
又
は
略
き
も
せ
る
も
是
故
な
り
、】天
照
大
御
神
ぞ
、
伊
邪
那
岐
大
神
の
詔
命
に
よ
り
て
、
始
て
高
天
原
を
所
知
食
君
主

に
坐
し
て
、【
故
此
大
御
神
ぞ
、
天
皇
の
御
祖
に
は
ま
し
ま
し
け
る
、】
其
天
津
日
嗣
を
伝
へ
て
、
御
子
命
を
天
降
奉
た
ま
は
む
と
す
る
を
り
の

詔
命
な
れ
ば
な
り
」（
同
前
）
と
、
こ
の
二
神
が
表
裏
の
関
係
を
持
ち
、
天
孫
降
臨
に
係
る
詔
命
に
は
「
始
て
高
天
原
を
所
知
食
君
主
」
た
る
天

照
大
御
神
が
主
体
と
な
る
と
い
う
神
学
を
説
く
。
故
に
、
出
雲
国
造
神
賀
詞
に
お
い
て
も
そ
う
し
た
神
学
が
前
提
と
な
っ
た
観
方
が
な
さ
れ
て

い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
21
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
山
田
「
本
居
宣
長
の
「
道
」
と
「
真
心
」
―
運
命
と
の
和
解

―
」（
前
掲
、
二
四
～
五
頁
）
は
、
宣
長
が
大
祓
詞
の
祓

戸
四
神
を
『
古
事
記
』
の
神
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、「
神
代
の
「
事
跡
」
を
そ
れ
自
体
完
結
し
た
あ
り
方
の
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
具
体

的
な
役
割
を
負
っ
た
神
々
を
介
し
て
、
人
代
に
通
底
し
「
人
事
」
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
し
て
取
り
あ
げ
る
」
こ
と
で
、「
祓
の
祭
儀
は
神

代
と
の
関
連
に
よ
っ
て
た
ん
な
る
過
去
の
遺
習
、
歴
史
的
状
況
に
よ
っ
て
消
長
す
る
に
す
ぎ
な
い
事
柄
で
は
な
く
、
い
つ
も
わ
れ
わ
れ
の
の
っ

と
り
反
復
す
る
べ
き
特
権
化
さ
れ
た
事
柄
」
と
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
宣
長
自
身
、「
直
毘
霊
」
で
天
皇
が
「
神
代
も
今
も

へ
だ
て
な
く
」（「
直
毘
霊
」
本
文
、
九
―
四
九
）、
神
の
御
心
を
大
御
心
と
し
て
こ
の
国
を
「
安
国
」
と
し
ろ
し
め
し
、「
た
ゞ
天
津
日
嗣
の
然

ま
し
ま
す
の
み
な
ら
ず
、
臣
連
八
十
伴
緒
に
い
た
る
ま
で
、
氏
か
ば
ね
を
重
み
し
て
、
子
孫
の
八
十
続
、
そ
の
家
々
の
職
業
を
う
け
つ
が
ひ

つ
ゝ
、
祖
神
た
ち
に
異
な
ら
ず
、
只
一
世
の
如
く
に
し
て
、
神
代
の
ま
ゝ
に
奉
仕
れ
り
」（
同
前
自
注
、
九
―
四
九
～
五
〇
）
と
、「
神
代
」
と

「
今
」
と
が
一
貫
す
る
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
。

（
22
）　

以
下
、
大
祓
詞
と
出
雲
国
造
神
賀
詞
の
本
文
は
、『
後
釈
』
に
依
拠
す
る
。

（
23
）　

別
の
箇
所
で
も
、
大
祓
詞
は
「
大
か
た
い
と
上
つ
代
の
詞
ど
も
に
て
、
中
に
は
、
皇
御
孫
命
の
天
降
坐
し
御
代
の
ほ
ど
よ
り
、
伝
は
り
け
む

ま
ゝ
と
お
ぼ
し
き
所
も
多
く
見
え
」（
七
―
八
八
）る
と
す
る
。

（
24
）　

大
祓
詞
に
お
け
る
「
安
国
」
の
語
が
重
い
意
味
を
持
つ
こ
と
は
、
西
岡
和
彦
『
建
国
の
使
命
―
「
大
祓
詞
」
の
神
学

―
』（
伊
勢
神
宮
崇
敬

会
、
平
成
二
十
九
年
）
で
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
筆
者
が
宣
長
の
該
語
に
対
す
る
理
解
に
目
を
向
け
る
上
で
、
大
き
な
示
唆
を
受
け
て

い
る
。

（
25
）　

賀
全
七
―
二
七
〇
。

（
26
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
山
田
孝
雄
『
出
雲
国
造
神
賀
詞
義
解
』（
出
雲
大
社
教
教
務
本
庁
、
昭
和
三
十
五
年
）が
、「
こ
こ
は
天
穂
比
命
に
対
し

て
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
皇
親
と
い
ふ
の
は
当
ら
ぬ
。」（
一
九
九
頁
）と
、
こ
の
語
に
対
す
る
宣
長
の
批
判
点
が
奈
辺
に
あ
る
の
か
を
端
的
に
喝
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破
し
て
お
ら
れ
る
。
但
し
、「
神
賀
吉
詞
」
に
つ
い
て
は
、
真
淵
説
を
採
用
さ
れ
た（
一
三
〇
～
三
頁
）。

（
27
）　
『
古
事
記
伝
』
十
三
之
巻
で
は
、「
さ
て
是
を
世
に
皇
‐
親
と
つ
ら
ね
て
読
慣
へ
る
は
、
宜
し
か
ら
ず
、
皇
を
離
し
て
、
親
神
漏
岐
と
つ
ゞ
け

読
べ
し
、
彼
孝
徳
紀
に
、
我
親
神
祖
と
詔
ひ
、
出
雲
神
賀
に
も
、
親
神
魯
伎
と
云
る
を
や
、
又
此
親
は
、
次
な
る
神
漏
美
へ
も
か
ゝ
る
詞
な

り
」（
十
―
四
六
）と
あ
る
。

（
28
）　

本
稿
で
は
、
天
孫
降
臨
以
降
の
式
祝
詞
に
対
す
る
宣
長
の
理
解
を
明
ら
か
に
し
た
。
で
は
、
天
孫
降
臨
以
前
に
お
け
る
祝
詞
、
す
な
わ
ち

『
古
事
記
』
天
石
屋
戸
段
に
お
け
る
天
児
屋
命
の
「
詔
戸
」
等
に
つ
い
て
如
何
な
る
理
解
を
し
て
い
た
の
か
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
國
學
院
大
學
大
学
院
博
士
課
程
後
期
）


