
わ
た
し
は
国
文
学
を
専
門
と
す
る
者
で
あ
り
、
国
文
学
の
立
場
か
ら
問
題
を

提
起
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
古
代
文
学
研
究
が
天
皇
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
問

題
を
ひ
ら
き
つ
つ
あ
る
か
を
述
べ
た
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
古
代
天
皇
制
国
家

の
完
成
と
い
う
画
期
に
お
け
る
天
皇
の
問
題
、
そ
れ
は
天
皇
の
成
立
そ
の
も
の

に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
わ
た
し
の
問
題
は
、
そ
こ
に
お
い
て
天
皇
の
正
統
性

篇
冒
言
月
色
を
い
か
に
確
証
す
る
か
と
い
う
点
に
か
か
わ
る
も
の
で
す
。

具
体
的
に
は
、
神
話
の
問
題
、
つ
ま
り
、
天
皇
の
正
統
性
が
神
話
的
に
根
拠
づ

け
ら
れ
る
こ
と
を
ど
う
見
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
端
的
に
結
論
を
先
取
り
し

て
い
え
ば
、
そ
れ
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
テ
キ
ス
ト
を
通
じ
て
多
元
的
に
果
た
さ
れ

た
多
元
的
な
神
話
、
す
な
わ
ち
、
多
元
的
な
正
統
性
の
論
理
と
見
る
べ
き
で
は

な
い
か
と
い
う
こ
と
に
尽
き
ま
す
。

国
文
学
の
方
法
は
、
注
釈
と
い
う
か
た
ち
で
テ
キ
ス
ト
を
読
む
こ
と
だ
と
、

わ
た
し
は
考
え
ま
す
。
言
語
表
現
体
と
し
て
の
テ
キ
ス
ト
に
対
し
て
、
部
分
が

全
体
に
よ
っ
て
部
分
で
あ
り
う
る
と
い
う
べ
き
構
造
を
見
定
め
て
ゆ
く
作
業

は
、
八
注
釈
Ｖ
と
い
う
の
が
ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
一
語
一
語
に
注

特
集
八
平
成
六
年
度
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
Ｖ
「
転
換
期
に
お
け
る
国
家
と
天
皇
」
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古
代
神
話
の
多
元
性
と
天
皇
の
正
統
性を

付
け
て
意
味
を
解
い
て
い
け
ば
、
そ
の
総
和
が
作
品
理
解
と
な
る
な
ど
と
オ

プ
テ
ィ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
考
え
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
故
、
部
分
が

全
体
に
よ
っ
て
部
分
で
あ
り
う
る
と
い
う
言
い
方
を
し
ま
し
た
。
言
葉
と
し
て

の
テ
キ
ス
ト
に
対
す
る
の
が
文
学
の
立
場
で
す
。
た
だ
、
そ
こ
で
一
つ
一
つ
の

言
葉
の
解
釈
を
足
し
て
い
け
ば
全
体
と
な
る
と
い
う
の
は
幻
想
に
過
ぎ
ま
せ

ん
。
そ
れ
を
ど
う
自
覚
し
方
法
化
す
る
か
、
注
釈
の
意
味
が
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。

ま
さ
に
方
法
と
し
て
の
注
釈
で
す
。
作
家
論
だ
と
か
、
作
品
論
だ
と
か
、
構
造

論
だ
と
か
、
テ
ク
ス
ト
論
だ
と
か
、
あ
れ
こ
れ
い
い
ま
す
が
、
こ
の
点
は
動
か

な
い
と
、
わ
た
し
は
考
え
ま
す
。
方
法
と
し
て
の
注
釈
と
い
う
こ
と
を
確
か
め

た
の
は
、
西
郷
信
綱
氏
が
、
『
古
事
記
注
釈
』
（
全
四
冊
、
一
九
七
五
～
八
九
）

に
取
り
組
む
な
か
で
明
確
に
自
覚
し
て
い
た
よ
う
に
、
本
文
に
忠
実
に
、
な
ど

と
い
う
お
題
目
で
は
決
し
て
何
か
で
き
る
わ
け
で
な
い
か
ら
で
す
。
全
体
は
一

つ
の
新
し
い
実
在
で
す
。
部
分
か
ら
始
ま
る
の
で
は
な
く
、
全
体
が
部
分
に
遍

在
す
る
の
だ
と
い
う
立
場
か
ら
問
う
こ
と
に
よ
っ
て
始
ま
る
、
と
い
う
べ
き
で

す
。
具
体
的
な
細
部
へ
の
こ
だ
わ
り
の
繰
り
返
し
が
実
際
の
作
業
で
は
あ
り
ま

す
。
た
だ
、
そ
れ
が
部
分
部
分
で
お
わ
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、

全
体
に
お
い
て
部
分
が
意
味
を
も
つ
、
テ
キ
ス
ト
の
構
造
を
そ
こ
で
問
い
続
け
、

神
野
志
隆
光
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見
続
け
る
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

も
と
め
ら
れ
る
の
は
、
全
体
に
お
い
て
読
む
と
い
う
こ
と
で
す
。
テ
キ
ス
ト

は
一
つ
の
作
品
だ
と
い
う
、
あ
る
意
味
で
ま
さ
に
自
明
さ
に
立
つ
と
い
う
こ
と

で
す
が
、
作
品
と
い
う
こ
と
を
、
テ
キ
ス
ト
の
な
か
の
個
々
の
話
、
あ
る
い
は
、

個
々
の
部
分
の
理
解
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
せ
て
い
る
の
で
は
意
味
が
な
い
と
い

い
た
い
の
で
す
。
対
応
す
る
と
こ
ろ
を
比
較
し
、
そ
の
差
異
を
通
じ
て
、
記
・

紀
の
作
品
的
性
格
を
論
じ
る
と
い
っ
た
体
の
論
議
に
対
す
る
批
判
と
し
て
こ
の

こ
と
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
置
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
、
、
、
の
物
語
を
取
り
上
げ
る
こ
と
か
ら
具
体
的
に
す
す
め

ま
し
ょ
う
。
周
知
の
よ
う
に
、
二
神
が
交
わ
っ
て
国
士
や
世
界
を
構
成
す
る
神

神
を
生
む
と
い
う
話
で
す
が
、
そ
の
結
末
は
記
。
紀
の
間
で
大
き
く
異
な
る
も

の
が
あ
り
ま
す
。
『
古
事
記
』
で
は
、
イ
ザ
ナ
ミ
は
火
の
神
を
生
ん
で
死
に
、

黄
泉
の
国
に
行
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
追
っ
て
イ
ザ
ナ
キ
が
黄
泉
を

訪
問
す
る
と
い
う
話
に
展
開
す
る
の
で
す
が
、
『
日
本
書
紀
』
で
は
ｌ
『
日

本
書
紀
』
の
作
品
と
し
て
の
把
握
は
．
書
」
を
お
い
て
「
本
文
」
に
よ
っ
て

な
さ
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
ま
す
。
『
古
事
記
の
世
界
観
』
一
九
八
六
ｌ
、
そ

う
し
た
イ
ザ
ナ
、
、
、
の
死
は
語
ら
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
黄
泉
の
話
も
な
い
の
で
す
。

そ
の
違
い
は
ア
マ
テ
ラ
ス
・
ス
サ
ノ
ヲ
の
出
生
に
か
か
わ
る
こ
と
と
な
り
ま

す
。
す
な
わ
ち
、
前
者
で
は
イ
ザ
ナ
キ
が
、
、
、
ソ
ギ
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
Ｉ
す

な
わ
ち
イ
ザ
ナ
キ
の
み
に
よ
っ
て
ｌ
ア
マ
テ
ラ
ス
ら
が
出
現
し
、
後
者
で
は

キ
。
、
、
、
二
神
が
ま
じ
わ
っ
て
ア
マ
テ
ラ
ス
を
生
み
な
し
ま
す
。
そ
れ
を
ど
う
論

議
し
て
き
た
か
と
い
う
と
、
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
神
話
が
も
と
に
あ
り
、

2

そ
の
発
展
の
な
か
で
、
イ
ザ
ナ
ミ
の
死
を
含
む
の
は
新
し
い
、
後
期
的
な
か
た

ち
と
し
て
成
り
立
っ
た
、
と
い
う
よ
う
な
、
『
古
事
記
』
か
ら
離
れ
て
イ
ザ
ナ

キ
・
イ
ザ
ナ
、
、
、
の
話
と
し
て
の
成
立
・
発
展
の
観
点
で
見
る
こ
と
が
多
か
っ
た

の
で
す
（
た
と
え
ば
、
三
品
、
一
九
七
○
）
。
吉
井
巌
氏
（
一
九
九
二
）
が
「
天

照
大
御
神
の
出
現
の
荘
厳
化
」
と
い
う
点
で
黄
泉
の
話
の
意
義
を
認
め
よ
う
と

し
た
の
は
、
そ
う
し
た
成
立
論
で
は
な
く
、
「
古
事
記
』
に
即
し
て
見
よ
う
と

し
た
も
の
で
あ
り
、
作
品
へ
の
視
点
を
明
確
に
も
つ
も
の
で
し
た
。
し
か
し
、

そ
れ
が
正
当
に
『
古
事
記
』
の
達
成
し
た
も
の
を
と
ら
え
た
と
言
え
る
の
で
し

ょ
う
か
。
そ
の
よ
う
に
し
て
黄
泉
の
話
を
含
む
こ
と
が
、
天
皇
の
世
界
の
成
り

立
ち
を
語
る
と
い
う
点
か
ら
見
通
さ
れ
る
全
体
に
お
い
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
個
々
の
話
と
し
て
把
握
さ

れ
る
も
の
が
無
意
味
だ
と
い
う
の
で
は
無
論
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
全
体
把
握

の
方
向
と
の
つ
な
が
り
を
も
た
な
い
と
き
、
そ
れ
は
正
当
に
作
品
的
意
味
を
捉

え
た
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
は
、
あ
る
意
味
で
自
己
反
省
で
も
あ
り
ま
す
。
『
古
事
記
の
達
成
』
（
一

九
八
三
）
に
お
い
て
、
わ
た
し
は
「
古
事
記
』
の
冒
頭
部
に
つ
い
て
論
じ
た
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
ア
メ
ノ
ミ
ナ
カ
ヌ
シ
か
ら
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
に
い
た
る

神
々
は
、
皆
高
天
原
に
あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
ム
ス
ヒ
の
根
源
的
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
も
と
で
「
国
」
を
作
る
こ
と
を
に
な
う
神
が
登
場
す
る
に
い
た
る
展
開
を
語

る
と
捉
え
た
も
の
で
す
。
し
か
し
、
『
古
事
記
』
が
ど
の
よ
う
な
世
界
の
物
語

を
語
ろ
う
と
し
て
い
て
、
そ
こ
に
お
い
て
冒
頭
が
も
つ
意
味
が
ど
の
よ
う
な
も

の
と
し
て
あ
る
か
を
見
届
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
お
わ
っ
て
い
ま
す
。
全
体

と
し
て
の
世
界
の
物
語
と
い
う
こ
と
が
明
確
に
は
把
握
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ

と
に
よ
り
ま
す
。
注
釈
と
し
て
の
不
徹
底
を
自
己
批
評
と
し
て
い
わ
ざ
る
を
え

七



な
い
の
で
す
。

「
古
事
記
の
達
成
』
に
お
い
て
、
わ
た
し
は
次
の
よ
う
な
方
法
的
批
判
を
述

べ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

作
品
と
し
て
の
『
古
事
記
』
の
達
成
は
、
『
古
事
記
』
を
こ
え
て
本
来
の

姿
と
そ
の
価
値
を
見
定
め
た
り
、
あ
る
い
は
成
立
・
展
開
を
歴
史
的
に
定

位
し
た
り
す
る
こ
と
に
重
点
を
お
く
こ
と
の
な
か
で
は
、
実
質
上
い
わ
ば

素
通
り
さ
れ
て
き
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

そ
う
い
い
な
が
ら
、
そ
の
と
き
『
古
事
記
』
の
達
成
を
見
届
け
る
こ
と
を
明
確

に
は
し
え
て
い
な
か
っ
た
の
だ
と
反
省
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
す
。

八
世
界
像
Ｖ
と
い
う
視
点
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
界
の
物
語
と
し
て
の

全
体
が
見
通
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
点
か
ら
全
体
把
握
の
方
向
を
も

つ
こ
と
が
で
き
た
の
で
し
た
。
要
す
る
に
、
基
本
的
に
天
地
の
二
元
的
世
界
に

お
い
て
語
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
機
軸
に
、
天
皇
の
世
界
の
神
話
的
根
源
を
、

高
天
原
ｌ
そ
れ
が
い
か
に
し
て
成
り
立
っ
た
か
と
い
う
こ
と
は
問
わ
な
い
と

こ
ろ
か
ら
始
ま
る
の
で
す
が
ｌ
の
ム
ス
ヒ
の
神
が
導
く
こ
と
に
よ
っ
て
成
り

立
つ
地
上
世
界
と
し
て
ｌ
地
上
そ
れ
自
体
の
な
か
か
ら
世
界
た
り
え
て
い
く

の
で
は
な
い
／
・
Ｉ
、
そ
れ
ゆ
え
天
の
世
界
か
ら
降
る
神
に
よ
っ
て
正
統
に
所

有
さ
れ
る
も
の
と
し
て
語
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
最
近
の
『
古
事
記
を

よ
む
』
（
一
九
九
三
、
一
九
九
四
）
に
、
こ
れ
を
図
式
的
に
ま
と
め
て
み
た
も

の
を
も
と
に
し
て
図
式
化
し
て
ゑ
ま
す
。

[高天原］

ムスヒのエネルギー

｜ｱ〃ﾐﾅ"ｼｰｲザ仲イザL－－－天降〃ウ

[国］

「ただよへる」だけの状態

ナミ

イザナキ・イザナミ

オノァﾛ烏
ウ

島・神を生むがイザナミが死んだために
国は作りおわらない。黄泉国とのかかわ

りが葦原中国としてあらわす。

スサノヲの巨大な力が、神統と根

之堅州国とのかかわりを通じて働
く。

サ
オホクニヌシ、国作りの完成

修
理主宰神としてのアマテラス、

アマテラスの子としのオシホ

ミミ(オシホミミを得る装置
としてのウケヒ）
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こ
と
は
、
い
か
に
読
み
出
す
か
に
か
か
り
ま
す
。

『
古
事
記
』
の
冒
頭
部
を
掲
げ
ま
す
。

あ
ら
は

た
か
あ
ま
ば
ら

天
地
初
め
て
発
れ
し
時
に
、
高
天
の
原
に
成
れ
る
神
の
名
は
、
天
の
御
中

主
の
神
。
次
に
高
御
産
巣
日
の
神
。
次
に
神
産
巣
日
の
神
。
此
の
三
柱
の

神
は
、
並
に
独
神
と
成
り
坐
し
て
、
身
を
隠
し
き
。
次
に
国
稚
く
浮
け
る

脂
の
如
く
し
て
、
久
羅
下
那
州
多
陀
用
弊
流
時
に
、
葦
牙
の
如
く
萌
え
騰

が
れ
る
物
に
因
り
て
成
れ
る
神
の
名
は
、
宇
摩
志
阿
斯
訶
備
比
古
遅
の
神
。

次
に
天
の
常
立
の
神
。
此
の
二
柱
の
神
も
亦
並
二
独
神
と
成
り
坐
し
て
、

身
を
隠
し
き
◎

上
の
件
の
五
柱
の
神
は
、
別
天
つ
神
ぞ
。

次
に
成
れ
る
神
の
名
は
、
国
の
常
立
の
神
。
次
に
豊
雲
野
の
神
。
此
の
二

柱
の
神
も
亦
独
神
と
成
り
坐
し
て
、
身
を
隠
し
き
。
次
に
成
れ
る
神
の
名

は
、
宇
比
地
迩
の
神
。
次
に
妹
須
比
智
迩
の
神
。
次
に
角
杙
の
神
。
次
に

妹
活
杙
の
神
。
次
に
意
富
斗
能
地
の
神
。
次
に
妹
大
斗
乃
弁
の
神
。
次
に

於
母
陀
流
の
神
。
次
に
妹
阿
夜
訶
志
古
泥
の
神
。
次
に
伊
耶
那
岐
の
神
。

次
に
妹
伊
耶
那
美
の
神
。

よ
し
も

上
の
件
の
、
国
の
常
立
の
神
自
り
下
、
伊
耶
那
美
の
神
よ
り
前
は
、
井

せ
て
神
世
七
代
と
称
ふ
。

是
に
、
天
つ
神
諸
の
命
以
ち
て
伊
耶
那
岐
の
命
・
伊
耶
那
美
の
命
二
柱
の

つ
ノ
、
ろ

神
に
詔
は
く
、
「
是
の
多
陀
用
弊
流
国
を
修
理
ひ
固
め
成
せ
」
と
の
り
た

よ

ま
ひ
、
天
の
沼
矛
を
賜
ひ
て
、
言
寄
し
賜
ひ
き
。
故
、
二
柱
の
神
天
の
浮

橋
に
立
た
し
て
、
其
の
沼
矛
を
指
し
下
し
て
…
（
訓
読
文
は
、
神
野
志
・

山
口
一
九
九
三
に
よ
る
。
）

「
天
地
初
発
之
時
、
於
高
天
原
成
神
名
、
天
之
御
中
主
神
。
：
」
と
書
き
起
こ

し
、
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
国
作
り
の
は
じ
ま
り
を
、
「
修
理
固
成
是
多
陀

用
弊
流
国
」
と
い
う
天
神
の
命
に
置
く
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
の
表
現
に
即
し
て
「
初

発
」
「
於
高
天
原
」
「
修
理
固
成
」
に
つ
い
て
注
釈
的
に
解
く
こ
と
が
、
さ
き
の

よ
う
な
テ
キ
ス
ト
の
構
造
を
明
確
に
と
ら
え
だ
す
こ
と
に
ひ
ら
か
れ
て
、
は
じ

め
て
、
冒
頭
が
、
全
体
に
お
い
て
意
味
を
も
つ
も
の
と
し
て
問
え
る
こ
と
と
な

っ
た
の
で
す
（
神
野
志
・
山
口
一
九
九
三
）
。

「
発
」
は
、
天
地
の
始
め
を
い
う
も
の
と
し
て
は
漢
籍
の
な
か
に
は
見
え
な

い
も
の
で
す
。
漢
籍
の
用
例
と
の
対
応
を
も
と
め
つ
つ
、
あ
れ
こ
れ
の
訓
を
考

え
て
き
た
こ
と
は
、
陰
陽
論
の
表
現
と
い
う
点
に
関
し
て
無
検
証
だ
っ
た
と
い

わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
漢
籍
の
表
現
は
陰
陽
論
に
お
い
て
な
さ
れ
ま
す
。
そ
こ

に
「
発
」
は
見
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
陰
陽
論
を
回
避
し
た
も
の
と
し
て

見
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
回
避
し
て
何
を
あ
ら
わ
そ
う
と
し
た

の
か
と
問
わ
れ
る
の
で
す
。
そ
の
よ
う
に
「
発
」
に
問
う
べ
き
も
の
を
明
確
に

し
て
、
「
高
天
原
に
」
の
か
か
る
範
囲
の
問
題
（
文
脈
理
解
）
と
連
動
し
ま
す
。

天
地
自
体
の
成
り
立
ち
に
お
い
て
世
界
関
係
を
内
在
し
な
い
と
こ
ろ
で
ｌ
そ

れ
は
問
え
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
で
Ｉ
、
す
で
に
天
地
と
な
っ
て
世
界
は
運
動

を
始
め
て
い
る
、
そ
の
天
に
神
が
登
場
し
、
地
に
働
い
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て

地
は
世
界
た
り
え
て
い
く
の
で
あ
り
、
地
自
体
の
な
か
か
ら
世
界
と
な
っ
て
い

く
の
で
は
な
い
と
い
う
も
の
と
し
て
物
語
は
読
み
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
そ
し
て
、
そ
の
天
の
神
に
掌
握
さ
れ
た
地
の
世
界
生
成
は
、
「
修
理
」

ｌ
あ
る
く
き
す
が
た
に
と
と
の
え
た
だ
す
ｌ
と
し
て
表
現
さ
れ
、
大
国
主

神
の
国
作
り
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
ま
す
。
天
神
の
命
の
「
固
成
」
と
、
大
国
主

神
が
ス
ク
ナ
ビ
コ
ナ
と
「
国
を
作
り
堅
め
」
た
と
い
う
こ
と
と
が
、
ま
た
、
ミ

モ
ロ
山
の
神
と
「
共
与
に
相
作
り
成
」
し
た
と
い
う
こ
と
と
が
、
照
応
し
て
「
修

九



こ
れ
に
対
し
て
、
『
日
本
書
紀
』
に
お
け
る
世
界
の
物
語
を
、
『
古
事
記
』
と

は
異
な
る
世
界
像
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
物
語
と
し
て
見
る
こ
と
に
向
か
い
ｌ

さ
き
の
よ
う
な
『
古
事
記
』
の
捉
え
か
た
と
見
合
う
し
。
ヘ
ル
で
『
日
本
書
紀
』

を
捉
え
よ
う
と
す
る
と
き
、
漢
籍
の
ひ
き
う
つ
し
と
い
わ
れ
て
き
た
冒
頭
の
意

義
が
、
陰
陽
を
原
理
と
す
る
世
界
像
を
も
っ
て
、
世
界
の
物
語
と
し
て
の
機
軸

を
与
え
る
と
い
う
こ
と
で
明
ら
か
に
な
り
ま
す
ｌ
、
明
確
な
認
識
を
得
る
こ

と
が
で
き
る
と
考
え
ま
す
。

『
日
本
書
紀
』
を
、
世
界
の
物
語
と
し
て
読
み
出
す
こ
と
が
、
『
古
事
記
』

と
お
な
じ
よ
う
に
、
冒
頭
部
を
と
ら
え
る
と
こ
ろ
で
確
立
さ
れ
た
と
き
、
問
題

は
明
確
に
な
る
は
ず
で
す
。
『
日
本
書
紀
』
の
冒
頭
部
を
、
さ
き
の
『
古
事
記
』

に
対
応
さ
せ
て
掲
げ
ま
す
。

古
天
地
未
し
剖
、
陰
陽
不
し
分
、
潭
沌
如
二
鶏
子
一
、
漠
津
而
含
レ
牙
。
及
一
一

其
清
陽
者
、
薄
座
面
爲
レ
天
、
重
濁
者
、
掩
滞
面
爲
声
地
、
精
妙
之
合
榑

易
、
重
濁
之
凝
娼
難
。
故
天
先
成
而
地
後
定
。
然
後
、
神
聖
生
二
其
中
一

焉
。
故
日
、
開
關
之
初
、
洲
壌
浮
漂
、
譽
猶
三
溝
魚
之
浮
二
水
上
一
也
。

理
」
の
覆
う
範
囲
を
し
め
し
て
い
ま
す
。
国
作
り
の
文
脈
と
し
て
の
理
解
を
こ

こ
に
お
さ
え
て
、
大
国
主
の
物
語
か
ら
直
ち
に
所
謂
天
孫
降
臨
へ
と
続
く
こ
と

が
納
得
さ
れ
る
は
ず
で
す
。
国
は
、
世
界
と
し
て
は
、
そ
の
よ
う
な
天
と
の
関

係
に
お
い
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
天
が
決
定
す
る
と
い
う
こ
と

な
の
で
す
。
ア
マ
テ
ラ
ス
は
、
地
上
世
界
は
自
分
の
子
が
所
有
す
る
も
の
だ
と

無
条
件
に
宣
言
し
、
そ
れ
を
実
現
し
て
天
皇
は
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
天
皇
の
正

統
性
は
確
信
さ
れ
る
の
で
す
。

3

干
時
、
天
地
之
中
生
二
一
物
一
・
状
如
二
葦
牙
一
・
便
化
二
爲
神
一
・
號
二

國
常
立
尊
一
・
次
國
狹
槌
尊
。
次
豐
劉
淳
尊
。
凡
三
神
実
。
乾
道
濁
化
。

所
以
、
成
二
此
純
男
一
・

次
有
し
神
。
塑
士
貢
尊
、
沙
土
煮
尊
。
次
有
し
神
。
大
戸
之
道
尊
・
大
苫
邊
尊
。

次
有
し
神
。
面
足
尊
・
惇
根
尊
。
次
有
し
神
。
伊
葵
諾
尊
・
伊
葵
再
尊
。

凡
八
神
突
。
乾
坤
之
道
、
相
参
而
化
。
所
以
、
成
二
此
男
女
一
・
自
二
國
常

立
尊
一
、
迄
二
伊
奨
諾
尊
・
伊
葵
再
尊
一
、
是
謂
二
神
世
七
代
一
者
突
。

伊
美
諾
尊
・
伊
美
再
尊
、
立
一
一
於
天
浮
橋
之
上
一
、
共
計
日
、
底
下
豈
無
し

國
歎
、
廼
以
二
天
之
瓊
矛
一
、
指
下
而
探
之
。
…

（
岩
波
文
庫
本
一
九
九
四
に
よ
っ
て
引
用
し
ま
し
た
。
『
古
事
記
』
は
日

本
語
と
し
て
読
ま
れ
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
も
の
と
し
て
訓
読
文
に
よ

っ
て
引
用
し
ま
し
た
が
、
『
日
本
書
紀
』
は
漢
文
と
し
て
書
か
れ
、
読
ま

れ
る
べ
き
も
の
で
す
か
ら
、
漢
文
の
ま
ま
で
掲
げ
ま
す
。
）

陰
陽
を
原
理
と
し
て
、
世
界
を
語
る
こ
と
を
、
天
地
の
成
り
立
ち
そ
の
も
の

か
ら
語
り
だ
し
、
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
が
そ
れ
自
体
原
動
で
あ
る
と
い
う
意

味
づ
け
を
与
え
ら
れ
る
ｌ
天
神
の
命
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
二
神
が
「
共
計
」

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
を
生
む
こ
と
が
始
ま
る
の
に
明
示
さ
れ
ま
す
Ｉ
と
こ

ろ
で
押
さ
え
て
、
次
の
よ
う
に
図
式
化
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ど

へ
『
ヘ

な

ナ
士
山

沌
陰
‐
Ｖ
地
ザ
川

イ
国
海

混
陽
‐
Ｉ
天
舛
神
神

ザ
日
月

イ

一

○



『
古
事
記
」
と
『
日
本
書
紀
』
と
は
、
別
個
な
世
界
の
物
語
ｌ
別
個
な
正

統
性
の
保
障
ｌ
だ
と
い
う
こ
と
が
、
こ
こ
で
確
か
に
な
る
の
で
す
。

「
日
本
書
紀
』
で
語
ら
れ
る
の
は
、
一
つ
の
物
の
分
化
と
い
う
天
地
の
成
り

立
ち
で
す
。
そ
の
成
り
立
ち
に
世
界
関
係
は
内
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
天

地
は
対
で
あ
り
、
天
は
絶
対
的
に
地
上
世
界
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
す
。

「
天
と
地
と
の
始
原
的
対
等
性
」
（
水
林
、
一
九
九
一
．
こ
れ
は
、
『
日
本
書
紀
』

で
な
く
『
古
事
記
』
の
理
解
と
し
て
示
さ
れ
た
も
の
で
す
）
は
む
し
ろ
こ
こ
で

い
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
世
界
の
物
語
と
し
て
の
構
造
は
、

「
天
神
」
に
つ
い
て
、
天
の
神
で
あ
る
こ
と
自
体
は
何
も
保
障
し
な
い
と
い
う

理
解
を
、
ま
さ
に
注
釈
的
に
明
確
に
す
る
こ
と
と
あ
い
ま
っ
て
、
た
し
か
に
な

り
ま
す
。
カ
ァ
シ
ッ
ヒ
メ
の
父
の
天
神
、
天
神
の
子
と
し
て
の
一
一
ギ
ハ
ャ
ヒ
、

と
．
ハ
ラ
レ
ル
に
、
天
孫
ニ
ニ
ギ
は
あ
り
ま
す
。
「
天
神
子
亦
多
耳
」
と
神
武
天

皇
の
い
う
と
お
り
な
の
で
す
。
天
を
負
う
こ
と
が
決
定
的
な
の
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
で
す
（
神
野
志
、
一
九
九
三
）
。
『
古
事
記
』
の
「
天
神
」
が
高
天
原
の

主
神
を
い
う
の
に
限
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
見
合
わ
せ
て
、
こ
と
は
な
お
明
ら

か
に
な
り
ま
す
。
天
の
意
味
が
違
う
の
で
す
。
注
釈
的
作
業
は
、
こ
こ
か
ら
、

部
分
を
さ
さ
え
る
全
体
と
し
て
の
物
語
に
ひ
ら
く
こ
と
を
も
と
め
る
の
で
す
。

テ
キ
ス
ト
の
構
造
を
あ
ぶ
り
だ
す
と
も
い
え
ま
す
。

そ
れ
は
、
天
皇
の
正
統
性
を
、
ど
の
よ
う
に
語
る
の
か
。
く
だ
っ
て
き
た
地

の
世
界
の
な
か
で
、
地
上
の
神
と
の
交
渉
を
く
り
か
え
し
な
が
ら
、
経
営
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
世
界
の
所
有
は
果
た
さ
れ
て
い
く
の
で
す
。
地
上
世
界
の
「
主
」

た
ら
ん
と
し
て
、
経
営
に
よ
っ
て
そ
れ
を
は
た
し
、
天
皇
に
つ
な
が
る
と
い
う

の
で
す
。
タ
ヵ
ミ
ム
ス
ヒ
を
「
皇
祖
」
と
呼
び
、
「
皇
孫
」
と
ニ
ニ
ギ
を
さ
す

の
は
、
「
天
皇
」
の
世
界
の
実
現
の
は
じ
ま
り
と
し
て
「
天
」
と
の
関
わ
り
の

一
を
意
味
づ
け
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
下
っ
て
き
た
神
か
ら
、
ひ
き
つ
づ
く
天

皇
た
ち
を
通
じ
て
、
現
実
の
世
界
の
由
来
す
る
と
こ
ろ
を
作
っ
て
き
た
こ
と
を

「
皇
」
統
と
し
て
確
信
し
ま
す
。
そ
こ
で
天
皇
は
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で

す
。
『
古
事
記
』
と
は
異
な
る
正
統
性
と
い
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
し
て
、
あ
ら
た
め
て
問
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
い
っ
た
い
こ
の
全
体
と
し

て
の
物
語
は
ど
こ
で
可
能
に
な
る
の
か
と
。
も
と
も
と
神
話
が
あ
る
ま
と
ま
り

を
作
っ
て
い
て
、
最
後
に
記
・
紀
と
な
る
と
き
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
構
想
の
も
と

に
別
個
な
形
と
な
っ
た
の
だ
と
い
う
の
が
ｌ
い
う
な
れ
ば
発
展
段
階
論
で
す

ｌ
通
念
的
な
理
解
と
な
っ
て
き
ま
し
た
。
八
一
つ
の
神
話
Ｖ
観
と
い
っ
て
よ

い
も
の
で
す
。
そ
れ
が
、
そ
し
て
、
そ
れ
が
作
っ
て
い
た
と
ら
わ
れ
が
、
こ
こ

で
問
い
返
さ
れ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
は
ず
で
す
。

何
が
世
界
像
的
統
一
を
も
っ
た
全
体
を
可
能
に
す
る
の
か
。
大
事
な
の
は
、

個
々
の
合
算
が
全
体
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で

す
。
さ
ま
ざ
ま
な
個
別
の
神
話
的
な
も
の
を
あ
る
プ
ロ
ッ
ト
の
も
と
に
配
列
し

た
と
き
に
全
体
が
で
き
る
と
い
う
の
で
は
な
い
は
ず
で
す
。
世
界
の
物
語
と
い

う
全
体
に
お
い
て
部
分
と
し
て
あ
り
う
る
の
で
す
。
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の

話
に
即
し
て
い
え
ば
、
『
日
本
書
紀
』
の
、
イ
ザ
ナ
ミ
は
死
ぬ
こ
と
な
く
、
イ

ザ
ナ
キ
の
黄
泉
行
き
も
な
い
と
い
う
の
は
、
そ
の
陰
陽
的
世
界
像
の
物
語
に
お

い
て
キ
・
ミ
が
陰
陽
神
と
し
て
生
成
の
原
動
力
た
る
こ
と
を
に
な
っ
て
あ
る
こ

と
に
よ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
か
た
ち
に
、
作
品
が
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ

い
の
で
す
。
も
し
素
材
的
な
も
の
が
あ
っ
た
と
し
て
も
レ
ベ
ル
が
異
な
る
と
い

う
べ
き
で
し
ょ
う
。
連
続
よ
り
む
し
ろ
断
絶
に
お
い
て
見
る
べ
き
も
の
で
す
。

4

一
一



そ
こ
か
ら
素
材
を
考
え
る
し
た
ら
、
考
え
ら
れ
な
い
も
の
を
問
題
と
し
て
し
ま

う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
全
体
と
と
も
に
Ｉ
世
界
の
物
語
と
と
も
に
ｌ
、

あ
り
え
て
い
る
、
な
い
し
、
形
を
と
り
え
て
い
る
も
の
な
の
で
す
。
よ
く
似
た

も
の
が
『
古
事
記
』
に
あ
る
ゆ
え
に
、
そ
の
相
似
性
に
よ
り
か
か
っ
て
公
約
数

的
に
も
と
の
話
を
考
え
る
い
う
こ
と
が
成
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
ふ
り
か
え
れ

ば
根
拠
の
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
要
す
る
に
、
テ
キ

ス
ト
と
と
も
に
成
り
立
つ
全
体
、
あ
る
い
は
、
テ
キ
ス
ト
が
成
り
立
た
せ
る
全

体
と
し
て
、
神
話
は
そ
こ
で
は
じ
め
て
成
り
立
つ
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
素
材
的
な
も
の
が
な
い
と
い
う
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
と
は
断
絶
し
て
見
る
べ
き
な
の
が
記
・
紀
と
い
う
、
我

々
の
前
に
あ
る
神
話
だ
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

全
体
を
プ
ロ
ッ
ト
で
か
ん
が
え
る
こ
と
し
か
な
い
ま
ま
だ
っ
た
か
ら
、
記
・

紀
を
合
わ
せ
見
て
、
共
通
要
素
か
ら
基
盤
（
神
話
素
材
）
へ
と
還
元
し
、
そ
の

成
立
を
考
察
し
た
り
、
あ
る
い
は
話
と
し
て
の
発
展
を
こ
れ
も
記
・
紀
の
間
の

差
異
を
通
じ
て
論
じ
た
り
す
る
こ
と
が
な
さ
れ
て
き
た
の
で
し
た
。
テ
キ
ス
ト

理
解
を
規
制
し
て
き
た
、
そ
う
し
た
と
ら
わ
れ
、
あ
る
い
は
、
回
路
か
ら
離
脱

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

問
題
は
「
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
に
と
ど
ま
り
ま
せ
ん
。
同
じ
時
期
’

七
世
紀
末
か
ら
八
世
紀
初
ｌ
に
成
っ
た
、
神
話
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
人
麻

呂
歌
や
宣
命
の
理
解
の
仕
方
に
も
わ
た
る
問
題
で
し
た
。

下
の
よ
う
に
図
式
化
さ
れ
る
か
た
ち
で
テ
キ
ス
ト
を
と
ら
え
、
そ
れ
ゆ
え
、

た
と
え
ば
人
麻
呂
歌
の
理
解
に
あ
た
っ
て
、
『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
は
同
じ

神
話
基
盤
に
た
つ
も
の
と
し
て
、
神
話
基
盤
に
お
い
て
つ
な
げ
て
と
ら
え
る
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
実
際
は
テ
キ
ス
ト
相
互
の
擦
り
合
せ

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
、
そ
う
し
た
か
た
ち
で
解
釈
す
る
こ
と
が
成
り

立
っ
て
き
た
所
以
を
こ
こ
に
認
め
る
の
で
す
。

そ
れ
が
と
ら
わ
れ
で
あ
り
、
ま
さ
に
混
乱
の
原
因
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、

誠
実
に
注
釈
作
業
を
す
す
め
る
と
き
自
覚
さ
せ
ら
れ
る
は
ず
で
す
。

人
麻
呂
の
草
壁
皇
子
挽
歌
（
『
万
葉
集
」
巻
二
・
一
六
七
）
は
、
そ
の
前
半

に
、
こ
の
皇
子
の
た
め
に
、
彼
が
受
け
継
ぐ
は
ず
で
あ
っ
た
王
権
を
、
天
武
天

皇
の
実
現
し
た
も
の
と
し
て
、
正
統
性
を
確
認
し
て
歌
い
ま
す
。

天
地
の
初
め
の
時
ひ
さ
か
た
の
天
の
河
原
に
八
百
万
千
万
神

の
神
集
ひ
集
ひ
い
ま
し
て
神
分
ち
分
ち
し
時
に
天
照
ら
す

日
女
の
命
天
を
ば
知
ら
し
め
す
と
葦
原
の
瑞
穂
の
国
を
天
地

の
寄
り
合
ひ
の
極
み
知
ら
し
め
す
神
の
命
と
天
雲
の
八
重
か

ぎ
分
け
て
神
下
し
い
ま
せ
ま
つ
り
し
高
照
ら
す
日
の
皇
子
は

飛
鳥
の
浄
の
宮
に
神
な
が
ら
太
敷
き
ま
し
て
天
皇
の
敷
き
ま

す
国
と
天
の
原
石
戸
を
開
き
神
上
り
上
り
い
ま
し
ぬ

見
る
ご
と
く
、
全
体
が
天
武
天
皇
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
費
や
さ
れ
ま
す
。

こ
こ
か
ら
「
吾
が
王
皇
子
の
命
の
…
…
」
と
、
直
接
草
壁
皇
子
に
か
ん
し
て
述

人
麻
呂
歌

一
旦
今
叩

『
古
事
記
』

『
日
本
耆
記
』

ホ

神話基盤
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く
る
こ
と
に
う
つ
る
の
で
す
が
、
最
新
の
注
釈
で
あ
る
新
編
日
本
古
典
文
学
全

集
（
一
九
九
四
）
を
見
て
も
、
記
・
紀
を
見
合
わ
せ
て
一
つ
に
し
て
理
解
し
よ

う
と
い
う
態
度
は
は
っ
き
り
と
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
態
度
が
混

乱
を
招
い
て
い
る
こ
と
も
あ
ら
わ
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。

具
体
的
に
一
例
だ
け
あ
げ
ま
す
。
「
天
照
ら
す
日
女
の
命
」
に
対
し
て
、
「
天

照
大
神
」
の
こ
と
だ
と
ま
ず
認
め
た
上
で
、
『
日
本
書
紀
』
に
「
一
言
に
云
は

く
、
天
照
大
日
霊
尊
と
い
ふ
」
（
第
五
段
本
文
中
の
分
注
）
と
あ
る
の
を
引
用

し
ま
す
ｌ
こ
れ
は
諸
注
み
な
お
な
じ
で
す
Ｉ
。
オ
ホ
ヒ
ル
メ
と
い
う
名
と

つ
な
が
る
と
し
つ
つ
、
ア
マ
テ
ラ
ス
と
重
ね
て
見
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
、
諸

注
も
皆
疑
う
こ
と
な
く
お
こ
な
っ
て
き
た
こ
と
で
し
た
が
、
歌
に
と
っ
て
正
当

だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
歌
は
、
天
の
ヒ
ル
メ
と
、
「
瑞
穂
の
国
」
の
「
神
の

命
」
と
、
世
界
を
そ
れ
ぞ
れ
「
知
ら
し
め
す
」
も
の
と
し
て
並
べ
る
の
で
す
。

天
の
ヒ
ル
メ
は
、
「
神
の
命
」
と
の
対
応
に
お
い
て
示
さ
れ
る
だ
け
で
あ
り
、

そ
れ
以
上
に
出
ま
せ
ん
。
地
上
に
か
か
わ
る
こ
と
は
な
い
の
で
す
。
ヒ
ル
メ
を
、

オ
ホ
ヒ
ル
メ
か
ら
ア
マ
テ
ラ
ス
に
つ
な
い
で
理
解
し
て
し
ま
う
と
き
、
た
と
え

ば
『
古
事
記
』
に
あ
っ
て
は
降
臨
の
司
令
神
と
し
て
地
上
に
関
与
す
る
天
照
大

御
神
を
呼
び
込
む
こ
と
で
、
む
し
ろ
異
質
な
も
の
を
か
か
え
て
し
ま
う
こ
と
に

な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
混
乱
と
し
か
い
い
よ
う
が
あ
り
ま
せ

ん
。

こ
の
歌
の
理
解
を
詳
し
く
論
じ
る
こ
と
は
別
稿
に
譲
り
ま
す
（
神
野
志
、
一

九
九
五
）
。
結
論
的
に
い
え
ば
、
引
用
し
た
部
分
の
核
心
は
天
皇
の
正
統
性
を

述
べ
る
こ
と
に
あ
り
、
そ
れ
は
要
す
る
に
、
世
界
の
初
め
に
、
天
の
神
々
が
、

天
地
の
世
界
の
永
遠
の
秩
序
と
し
て
、
天
に
ヒ
ル
メ
、
地
に
「
神
の
命
」
を
配

し
た
、
そ
の
配
置
に
負
う
て
ヒ
ノ
ミ
コ
た
る
天
武
が
下
り
地
上
の
王
権
を
実
現

し
た
と
い
う
も
の
で
す
。
注
釈
は
、
そ
の
当
然
の
帰
結
と
し
て
、
「
古
事
記
』

と
は
別
な
正
統
性
と
し
て
見
る
べ
き
こ
と
を
求
め
る
の
で
す
。

宣
命
の
場
合
も
お
な
じ
こ
と
で
す
。
六
九
七
年
、
文
武
天
皇
の
即
位
に
あ
た

っ
て
発
せ
ら
れ
た
宣
命
は
、
自
ら
の
正
統
性
を
確
認
し
つ
つ
即
位
を
宣
し
ま
す
。

現
御
神
と
大
八
嶋
国
知
ら
し
め
す
天
皇
が
大
命
ら
ま
と
詔
り
た
ま
ふ
大
命

を
、
集
り
侍
る
皇
子
等
・
王
等
・
百
官
人
等
、
天
下
公
民
、
諸
聞
き
た
ま

奉
り
し
随
に
、
⑥
こ
の
天
津
日
嗣
高
御
座
の
業
と
、
現
御
神
と
大
八
嶋
国

知
ら
し
め
す
倭
根
子
天
皇
命
の
、
授
け
賜
ひ
負
せ
賜
ふ
貴
き
高
き
広
き
厚

き
大
命
を
受
け
賜
り
恐
み
坐
し
て
、
こ
の
食
国
天
下
を
調
へ
賜
ひ
平
げ
賜

ひ
、
天
下
の
公
民
を
恵
び
賜
ひ
撫
で
賜
は
む
と
な
も
、
神
な
が
ら
思
し
め

さ
く
と
詔
り
た
ま
ふ
天
皇
が
大
命
を
、
・
諸
間
き
た
ま
へ
と
詔
る
。
（
以
下

略
）

①
～
⑥
に
王
権
の
正
統
性
を
確
認
す
る
の
で
す
が
、
そ
こ
に
は
二
つ
の
契
機
が

認
め
ら
れ
ま
す
。
一
つ
は
、
血
統
の
連
続
と
い
う
こ
と
（
高
天
原
に
発
し
て
ｌ

①
、
今
に
及
び
ｌ
②
、
将
来
に
続
く
は
ず
の
大
八
島
国
統
治
ｌ
③
）
、
一
つ
は
、

天
神
の
委
任
（
天
神
の
子
孫
と
し
て
ｌ
④
、
天
神
の
委
任
を
受
け
る
ｌ
⑤
）
で

す
。

そ
れ
を
、
天
神
の
委
任
を
う
け
た
皇
統
の
永
続
、
と
い
う
か
た
ち
で
結
合
し

て
見
る
の
が
、
宣
長
の
「
歴
朝
詔
詞
解
』
以
来
、
最
近
の
新
日
本
古
典
文
学
大

系
『
続
日
本
紀
』
（
一
九
八
九
）
に
至
る
通
説
で
す
。
ア
マ
テ
ラ
ス
の
委
任
を

う
け
て
ニ
ニ
ギ
が
降
る
と
い
う
、
『
古
事
記
』
の
語
る
天
皇
の
は
じ
ま
り
Ｉ

知
ら
さ
む
次
と
、
④
天
つ
神
の
御
子
な
が
ら
も
、
⑤
天
に
坐
す
神
の
依
し

至
る
ま
で
に
、
③
天
皇
が
御
子
の
あ
れ
坐
さ
む
い
や
継
々
に
、
大
八
嶋
国

へ
と
詔
る
。
①
高
天
原
に
事
始
め
て
、
②
遠
天
皇
祖
の
御
世
、
中
。
今
に

一
一
一
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テ
キ
ス
ト
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
な
論
理
で
成
り
立
つ
ｌ
別
な
正
統
性
の
論
理

を
も
つ
ｌ
と
い
う
べ
き
で
す
。
一
つ
の
神
話
が
も
と
に
あ
っ
て
テ
キ
ス
ト
が

成
り
立
つ
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
な
く
、
別
個
な
神
話
だ
と
い
え
ま
す
。
あ
り

え
た
か
も
し
れ
な
い
神
話
基
盤
と
、
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
作
ら
れ
た
も
の
と
の

間
を
実
線
で
結
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
。
テ
キ
ス
ト
が
、
全
体
と
し
て
、

そ
れ
を
可
能
に
す
る
論
理
と
と
も
に
な
さ
れ
る
と
き
、
物
語
の
具
体
化
は
そ
こ

で
果
た
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
そ
れ
以
外
で
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
し
ょ
う
。
、

古
代
国
家
の
完
成
期
に
、
天
皇
の
正
統
性
の
た
め
に
、
は
じ
め
て
エ
ク
リ
チ

正
統
性
と
重
ね
て
見
る
こ
と
に
出
る
も
の
で
す
。

し
か
し
、
実
際
の
宣
命
の
文
脈
は
、
天
神
の
委
任
↓
皇
統
の
連
続
、
と
は
な

ら
ず
、
皇
統
の
連
続
↓
天
神
の
委
任
と
、
逆
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
『
古
事

記
』
と
同
じ
で
あ
る
と
い
う
、
予
見
的
な
期
待
か
ら
離
れ
て
、
文
脈
自
体
に
即

し
て
見
る
と
き
、
む
し
ろ
別
な
理
解
が
導
か
れ
る
は
ず
で
す
。

永
続
す
る
血
統
を
に
な
う
も
の
と
し
て
ｌ
「
次
と
」
と
、
そ
の
連
続
の
な

か
に
あ
る
も
の
と
し
て
ｌ
文
武
天
皇
が
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
、
天
神
の
委

任
に
よ
る
こ
と
を
も
っ
て
保
障
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
持
統
天
皇
が
「
授
け
」

る
と
い
う
の
が
、
文
脈
か
ら
出
て
く
る
理
解
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
委
任
は
、

血
統
連
続
の
は
じ
ま
り
で
は
な
く
、
持
統
天
皇
の
現
在
を
保
障
し
て
い
る
と
見

る
べ
き
で
す
。

と
ら
わ
れ
が
、
正
当
な
文
脈
理
解
を
阻
ん
で
き
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
う
し
た
と
ら
わ
れ
乃
至
規
制
か
ら
離
れ
て
見
る
べ
き
こ
と
を
、
こ
こ
で
も
注

釈
的
作
業
の
帰
結
と
し
て
確
認
し
た
い
の
で
す
。

5

ユ
ー
ル
と
し
て
の
神
話
を
成
り
立
た
せ
る
と
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
で
も
と
め

ら
れ
果
た
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
は
、
既
に
あ
る
も
の
の
上
に
な
さ
れ
る
バ
リ
ア

ン
ト
な
ど
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
天
皇
の
神
話
と
い
え
る
も
の
は
、
そ
こ
で

は
じ
め
て
か
た
ち
を
と
っ
た
の
だ
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ

は
多
元
的
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
か
た
ち
づ
く
ら
れ
た
も
の
で

す
。
す
な
わ
ち
古
代
天
皇
神
話
の
多
元
的
成
立
で
す
。
そ
れ
を
見
届
け
る
こ
と

か
ら
し
か
始
ま
ら
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
こ
に
立
っ
て
、
神
話
の
歴
史
が
見
通
さ
れ
、
八
一
つ
の
神
話
Ｖ
の
な
か
で

考
え
て
き
て
し
ま
っ
た
、
わ
た
し
た
ち
の
と
ら
わ
れ
の
因
由
を
も
対
象
化
し
て

見
る
こ
と
に
目
が
開
か
れ
ま
す
。
特
に
、
『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
」
と
い
う
、

天
皇
の
世
界
を
、
全
体
と
し
て
、
そ
の
成
り
立
ち
そ
の
も
の
か
ら
ま
る
ご
と
物

語
り
つ
つ
、
天
皇
の
正
統
性
を
確
証
し
よ
う
と
す
る
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
、
そ

れ
ぞ
れ
に
成
り
立
た
せ
た
体
系
的
な
神
話
が
、
「
日
本
」
ｌ
天
皇
の
も
と
に

成
り
立
つ
世
界
ｌ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
確
立
し
た
の
で
す
。
そ
う
だ

か
ら
こ
そ
、
天
皇
の
神
話
と
し
て
意
味
を
持
ち
続
け
る
と
い
え
ま
す
。
た
だ
、

そ
れ
は
、
繰
り
返
し
構
築
さ
れ
な
お
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
を
見
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
多
元
的
に
成
立
し
た
も
の
は
、
そ
の
ま
ま
で
は
、
分
裂
に
な

り
か
ね
ま
せ
ん
し
、
固
定
し
て
化
石
化
し
て
し
ま
っ
た
論
理
で
は
正
統
性
と
し

て
意
味
を
果
た
せ
ま
せ
ん
。
具
体
的
に
は
、
解
釈
作
用
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、

さ
ま
ざ
ま
な
サ
ブ
テ
キ
ス
ト
を
生
み
（
『
古
語
拾
遺
』
『
先
代
旧
事
本
紀
』
な
ど
）
、

そ
れ
を
通
じ
て
天
皇
の
正
統
性
は
確
証
し
な
お
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
『
古
事
記
』

「
日
本
書
紀
』
に
発
す
る
、
テ
キ
ス
ト
の
変
奏
の
歴
史
と
い
う
べ
き
も
の
で
す
。

こ
の
観
点
か
ら
、
「
古
語
拾
遺
』
は
、
「
三
種
の
神
器
」
を
成
立
さ
せ
、
新
た
な

正
統
性
の
論
理
を
実
現
し
た
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
ま
す
（
神
野
志
、
一
九

一

四



九
四
）
。

現
在
に
ま
で
生
き
続
け
て
い
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
神
話
化
の
歴
史
を
と
ら

え
な
が
ら
、
わ
た
し
た
ち
自
身
も
そ
の
外
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
と
自
覚
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
わ
た
し
た
ち
は
、
多
元
的
に
成
立
し
た
『
古
事
記
』
『
日

本
書
紀
』
の
神
話
を
一
元
化
し
て
、
保
持
し
な
お
し
た
天
皇
の
神
話
に
、
絡
め

と
ら
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
八
一
つ
の
神
話
Ｖ
と
い
う
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
が
わ
た
し
た
ち
を
と
ら
え
て
い
る
根
源
は
そ
こ
に
あ
る
と
い
え
ま
す
。

そ
し
て
、
そ
の
必
然
と
し
て
、
神
話
基
盤
を
民
族
の
し
、
ヘ
ル
に
ま
で
さ
か
の
ぼ

ら
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
民
族
社
会
に
お
い
て
生
き
て
い
た
神
話
が

あ
り
、
そ
れ
が
政
治
化
さ
れ
、
さ
ら
に
高
度
に
政
治
的
に
体
系
化
さ
れ
て
い
き

「
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
の
神
話
の
基
礎
と
な
る
、
と
い
う
発
展
段
階
的
把

握
が
ほ
ぼ
共
通
的
理
解
と
な
っ
て
し
ま
う
所
以
で
す
。

そ
の
よ
う
な
、
私
た
ち
自
身
へ
の
対
象
化
の
目
を
確
か
に
し
て
い
く
こ
と
に

ま
で
わ
た
る
と
い
う
点
で
、
述
べ
て
き
た
よ
う
な
古
代
神
話
へ
の
視
点
を
確
立

す
る
こ
と
の
意
義
を
確
認
し
て
ま
と
め
と
し
ま
す
。
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