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「
 
序
 
 

古
代
日
本
人
は
、
天
皇
が
神
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
有
し
て
い
た
と
考
 
 

え
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
記
紀
神
話
に
お
い
て
は
、
天
照
大
神
の
子
孫
 
 

と
し
て
天
皇
は
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
天
皇
が
神
の
系
譜
に
連
な
る
存
 
 

在
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
万
葉
集
に
お
い
て
も
ま
た
、
天
皇
 
 

は
神
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
示
す
歌
が
数
多
く
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
以
 
 

下
の
歌
が
そ
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
 
 

大
君
は
 
神
に
し
ま
せ
ば
 
真
木
の
立
つ
 
荒
山
中
に
 
海
を
成
す
 
 

か
も
 
（
巻
三
、
二
四
こ
 
 

二
四
一
は
、
天
皇
は
神
で
あ
る
か
ら
、
杉
や
櫓
の
茂
り
立
つ
人
気
の
な
 
 

い
山
中
に
海
を
お
作
り
に
な
っ
て
い
る
、
と
歌
う
。
「
大
君
は
神
に
し
ま
 
 

せ
ば
」
は
、
天
武
～
文
武
朝
に
固
有
の
表
現
で
、
王
権
の
雄
大
な
力
を
讃
 
 

美
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
歌
わ
れ
た
対
象
は
、
持
統
天
 
 

皇
 
（
巻
三
、
二
三
五
）
、
忍
壁
皇
子
 
（
啓
三
、
二
三
五
左
注
）
、
弓
削
皇
子
 
 

万
葉
集
に
お
け
る
天
皇
の
神
性
に
つ
い
て
 
 

－
 
柿
本
人
麻
呂
と
大
伴
家
持
を
中
心
に
 
 

（
巻
二
、
二
〇
五
）
、
天
武
天
皇
 
（
巻
十
九
、
四
二
六
〇
、
四
二
六
一
）
 
 

な
ど
天
武
系
の
天
皇
ま
た
は
息
子
に
限
ら
れ
る
。
そ
の
う
ち
、
二
三
五
と
 
 

二
四
血
は
、
と
も
に
柿
本
人
麻
呂
の
作
歌
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
 
 

柿
本
人
麻
呂
は
歌
を
適
し
て
、
天
皇
が
神
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
 
 

る
。
人
麻
呂
の
時
代
に
は
天
皇
が
神
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
天
皇
即
神
思
 
 

想
或
い
は
現
人
神
思
想
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
こ
こ
か
ら
窺
え
る
。
 
 
 

そ
の
山
方
、
「
天
地
の
神
」
と
い
う
言
葉
は
万
葬
集
に
二
十
二
例
あ
る
。
 
 

こ
の
数
は
、
神
に
関
す
る
表
現
の
中
で
、
穀
も
多
い
も
の
で
あ
る
。
本
論
 
 

文
は
万
葉
痍
に
あ
る
柿
本
人
麻
呂
の
歌
を
適
し
て
、
天
皇
の
位
置
づ
け
を
 
 

探
究
し
、
現
人
神
と
し
て
の
天
皇
と
天
皇
を
除
い
た
ほ
か
の
神
と
は
ど
の
 
 

よ
う
に
異
な
る
の
か
に
つ
い
て
の
思
想
的
な
分
析
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
 
 

こ
、
柿
本
人
麻
呂
の
歌
に
み
る
天
皇
の
神
格
 
 

前
述
し
た
よ
う
に
、
柿
本
人
麻
呂
は
「
大
君
は
神
に
し
ま
せ
ば
」
と
述
 
 

べ
て
、
歌
で
は
天
皇
を
神
と
し
て
認
め
る
こ
と
を
示
し
た
。
さ
ら
に
、
万
 
 

葉
典
に
は
次
の
よ
う
な
歌
が
あ
る
。
 
 

樺
 
敏
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大
君
は
神
に
し
ま
せ
ば
天
雲
の
宙
の
上
に
慮
り
せ
る
か
も
 
（
巻
三
、
 
 

二
三
丘
）
 
 

こ
の
歌
に
つ
い
て
、
大
野
酉
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
 
 

宵
は
カ
ミ
と
一
般
に
い
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
思
え
ば
、
「
宙
の
L
」
 
 

と
い
う
表
現
は
「
カ
ミ
の
上
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
天
象
は
あ
 
 

の
恐
れ
る
べ
き
番
に
も
ま
し
て
威
力
を
持
っ
て
、
そ
の
上
に
ま
し
ま
 
 
 

す
ヵ
ミ
で
あ
る
と
い
う
慮
味
で
あ
っ
た
骨
 
 

太
野
氏
の
分
析
に
依
れ
ば
、
天
皇
は
神
の
上
の
神
で
あ
る
。
し
か
し
、
 
 

天
皇
は
神
で
あ
り
な
が
ら
、
神
の
上
に
存
在
す
る
こ
と
を
ど
う
受
け
止
め
 
 

れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
天
塩
が
 
「
天
壌
の
曹
の
上
」
 
に
存
在
し
て
い
る
 
 

と
大
野
氏
は
指
摘
し
て
い
る
。
「
天
薯
の
餞
の
上
」
と
い
う
こ
と
は
、
大
患
 
 

が
犬
薯
の
神
と
区
別
さ
れ
て
、
後
者
の
上
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
甘
 
 
 

前
述
し
た
よ
う
に
 
「
天
地
の
神
」
 
に
関
す
る
歌
は
万
葉
髄
に
お
い
て
数
 
 

多
く
詠
ま
れ
て
い
た
の
で
、
「
天
地
の
神
」
と
い
う
概
念
は
万
蜂
人
に
と
っ
 
 

て
柿
な
概
念
で
は
な
い
。
 
 
 

．
．
・
．
丘
で
は
 
「
カ
ミ
の
上
」
と
い
う
カ
ミ
は
天
皇
そ
の
も
の
を
含
む
こ
 
 

と
が
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
「
カ
ミ
の
上
」
と
い
う
神
は
大
患
と
い
う
現
 
 

人
神
を
除
い
た
其
の
他
の
神
を
指
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
天
恩
が
現
 
 

人
神
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
カ
ミ
の
上
」
 
の
 
「
カ
ミ
」
と
は
館
や
山
の
 
 

神
や
川
の
神
な
ど
の
自
然
の
中
に
存
在
し
て
い
る
 
「
天
地
の
神
」
 
で
あ
る
 
 

と
考
え
ら
れ
る
。
「
天
地
の
神
」
を
さ
ら
に
許
し
く
分
け
れ
ば
、
大
の
神
 
 

と
他
の
神
に
分
け
ら
れ
る
。
他
の
神
は
山
の
神
や
川
の
神
な
ど
を
含
み
、
 
 

大
の
神
は
膚
な
ど
を
含
む
。
天
皇
が
神
の
上
の
神
と
い
う
論
理
は
こ
の
よ
 
 

う
な
分
類
の
上
に
立
っ
て
成
立
す
る
。
以
下
の
考
究
は
天
地
の
神
と
現
人
 
 

神
と
い
う
概
念
を
用
い
て
人
麻
呂
の
大
息
観
を
分
析
す
る
。
 
 
 

人
麻
呂
は
青
野
讃
歌
に
お
い
て
、
天
皇
と
山
神
・
川
の
神
と
の
関
係
を
 
 

描
い
た
。
 
 

吉
野
の
宮
に
率
す
時
に
、
柿
本
人
麻
呂
が
作
る
歌
 
 

や
す
み
し
し
 
我
が
大
君
の
 
き
こ
し
め
す
 
大
の
下
に
 
国
は
し
 
 

も
 
さ
は
に
あ
れ
ど
も
 
山
川
の
 
涌
き
河
内
と
 
御
心
を
 
吉
野
 
 

の
国
の
 
花
散
ら
ふ
 
秋
津
の
野
辺
に
 
宵
柱
 
太
敷
き
ま
せ
ば
 
 

も
も
し
き
の
 
大
宮
人
は
 
舟
並
め
て
 
朝
川
渡
る
 
舟
競
ひ
 
夕
 
 

川
渡
る
 
こ
の
川
の
 
絶
ゆ
る
こ
と
な
く
 
こ
の
川
の
 
絶
ゆ
る
こ
 
 

と
な
く
 
こ
の
山
の
 
い
や
腐
知
ら
す
 
水
激
く
 
沌
の
宮
処
は
 
 

見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も
 
（
巻
∴
 
三
六
）
 
 

反
歌
 
 

見
れ
ど
飽
か
ぬ
 
吉
野
の
川
の
 
常
滑
の
 
絶
ゆ
る
こ
と
な
く
 
ま
 
 

た
か
へ
り
妃
む
 
（
巻
∵
．
∴
L
）
 
 

や
す
み
し
し
 
我
が
大
忍
 
神
な
が
ら
 
押
さ
び
せ
す
と
 
吉
野
川
 
 

た
ぎ
つ
河
内
に
 
高
殿
を
 
高
知
り
ま
し
て
 
登
り
立
ち
 
国
見
を
 
 

ぎ
し
」
と
い
ふ
 
行
き
沿
ふ
 
川
の
神
も
 
大
御
食
に
 
仕
へ
奉
る
と
 
 
 

は
 
花
か
ぎ
し
持
ち
 
秋
立
て
ば
 
黄
葉
か
ぎ
せ
り
．
に
は
「
敢
焼
か
 
 

せ
せ
ば
 
た
た
な
は
る
 
曹
廃
山
 
山
神
の
 
奉
る
御
調
と
 
春
へ
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上
つ
瀬
に
 
鵜
川
を
立
ち
 
下
つ
瀬
に
 
小
網
さ
し
渡
す
 
山
川
も
 
 

依
り
て
什
ふ
る
 
神
の
御
代
か
も
 
（
巻
∴
 
∵
．
八
）
 
 

反
歌
 
 

山
川
も
 
依
り
て
仕
ふ
る
 
神
な
が
ら
 
た
ぎ
つ
河
内
に
 
舟
山
せ
 
 

す
か
も
 
（
巻
∴
 
三
九
）
 
 

右
は
、
日
本
紀
に
は
 
「
三
軍
己
牛
の
正
月
に
、
天
皇
吉
野
の
常
に
 
 

草
す
。
八
月
に
、
吉
野
の
常
に
草
す
。
四
年
庚
廣
の
二
月
に
、
吉
 
 

野
の
常
に
草
す
。
五
月
に
、
吉
野
の
常
に
孝
す
。
五
年
辛
卯
の
正
 
 

月
に
、
吉
野
の
常
に
草
す
。
四
月
に
、
吉
野
の
常
に
草
す
」
 
と
い
 
 

へ
ば
、
い
ま
だ
詳
ら
か
に
い
づ
れ
の
月
の
従
薦
に
し
て
作
る
歌
に
 
 

あ
る
か
を
知
ら
ず
。
 
 

三
八
の
傍
線
部
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
山
の
神
が
大
君
に
捧
 
 

げ
る
頁
物
と
し
て
、
春
の
噴
に
は
花
を
髪
に
か
ぎ
し
、
秋
た
け
な
わ
の
時
 
 

と
も
な
る
と
色
づ
い
た
築
を
か
ざ
し
て
い
る
。
高
殿
に
沿
っ
て
流
れ
る
 
 

川
、
そ
の
川
の
神
も
、
大
君
の
お
食
事
に
お
仕
え
申
そ
う
と
、
上
の
瀬
に
 
 

鵜
川
の
用
意
を
し
、
下
の
瀬
に
す
く
い
網
を
張
り
設
け
て
い
る
。
我
が
君
 
 

の
代
は
山
や
川
の
神
ま
で
も
心
服
し
て
仕
え
る
神
の
御
代
で
あ
る
」
。
以
 
 

上
の
よ
う
に
柿
本
人
麻
呂
は
山
の
神
と
川
の
神
が
天
息
に
心
服
し
て
奉
仕
 
 

す
る
こ
と
を
具
体
的
に
述
べ
て
い
た
。
こ
こ
の
叙
述
か
ら
、
山
の
神
や
川
 
 

の
神
は
自
然
の
変
化
を
司
る
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
の
よ
う
な
山
の
神
や
河
 
 

の
神
は
自
然
に
宿
る
神
で
あ
る
の
で
、
天
地
の
神
に
臓
す
る
。
山
に
は
山
 
 

神
が
あ
れ
ば
、
川
に
は
川
の
神
が
あ
る
。
自
然
物
に
は
そ
れ
ぞ
れ
神
が
 
 

宿
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
方
秦
人
の
信
仰
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

三
八
の
 
「
山
川
も
 
依
り
て
仕
ふ
る
 
神
の
御
代
か
も
」
と
三
九
の
 
 

「
山
川
も
 
依
り
て
仕
ふ
る
」
 
の
 
「
山
川
」
 
は
、
「
山
神
」
と
 
「
川
の
神
」
 
 

を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

さ
ら
に
、
三
八
に
詠
ま
れ
た
よ
う
に
、
山
の
神
と
川
の
神
が
天
皇
に
心
 
 

服
し
て
奉
仕
す
る
。
人
麻
呂
は
天
地
の
神
が
天
皇
に
仕
え
る
と
考
え
て
い
 
 

る
こ
と
が
窺
え
る
。
ま
た
、
前
配
し
た
大
野
氏
の
説
で
あ
る
 
「
天
皇
は
あ
 
 

の
恐
れ
る
ぺ
き
儒
に
も
ま
し
て
威
力
を
持
っ
て
、
そ
の
上
に
ま
し
ま
す
カ
 
 

ミ
で
あ
る
」
 
か
ら
み
る
と
、
天
皇
は
「
天
肇
の
溜
」
 
の
上
に
あ
る
存
在
で
 
 

あ
る
。
こ
の
 
「
天
啓
の
簡
」
 
は
地
上
に
宿
る
神
で
は
な
く
、
天
賓
に
宿
る
 
 

神
で
あ
る
の
で
天
の
神
に
分
類
し
た
い
。
 
 
 

こ
こ
で
は
、
山
の
神
と
川
の
神
が
天
皇
に
心
服
し
て
奉
仕
す
る
こ
と
 
 

や
、
天
皇
は
あ
の
常
に
も
ま
し
て
威
力
を
持
っ
て
、
そ
の
上
に
ま
し
ま
す
 
 

カ
ミ
で
こ
と
か
ら
み
れ
ば
、
天
皇
は
地
上
の
人
間
を
支
配
す
る
だ
け
で
は
 
 

な
く
、
天
地
の
神
を
も
み
ず
か
ら
に
奉
仕
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
天
皇
の
 
 

地
位
は
天
の
神
よ
り
も
、
地
の
神
よ
り
も
上
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
大
 
 

野
氏
の
脱
を
踏
ま
え
て
、
さ
ら
に
当
該
歌
の
内
容
も
含
め
て
考
え
て
み
れ
 
 

ば
、
次
の
よ
う
な
構
造
が
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
二
三
五
に
よ
れ
ば
、
 
 

天
皇
が
天
の
神
の
上
に
あ
る
存
在
で
あ
る
。
三
八
に
よ
れ
ば
、
山
神
や
川
 
 

の
神
な
ど
の
地
の
神
は
天
恵
に
仕
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
 
 

て
、
天
皇
は
天
地
の
神
の
上
に
あ
る
存
在
で
あ
る
。
 
 
 

天
皇
と
天
地
の
神
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
次
の
藤
原
役
民
の
歌
に
も
 
 

詠
ま
れ
て
い
る
。
 
 

l
 
 
 
や
す
み
し
し
 
我
が
大
君
 
商
閥
ら
す
 
日
の
御
子
 
荒
樗
の
 
藤
 
 
1
0
 
 
 



ら
さ
む
と
 
神
な
が
ら
 
思
ほ
す
な
へ
に
 
天
地
も
 
寄
り
て
あ
れ
 
 

こ
そ
 
石
走
る
 
近
江
の
固
の
 
衣
事
の
 
田
上
山
の
 
舞
木
さ
く
 
 

檜
の
つ
ま
で
を
 
も
の
の
ふ
の
 
八
十
字
油
川
に
 
玉
滞
な
す
 
浮
 
 

か
べ
流
せ
れ
 
そ
を
取
る
と
 
髄
く
御
民
も
 
家
忘
れ
 
身
も
た
な
 
 

知
ら
ず
 
鴨
じ
も
の
 
水
に
浮
き
居
て
 
我
が
作
る
 
日
の
御
門
に
 
 

知
ら
ぬ
国
 
寄
し
巨
勢
道
よ
り
 
我
が
国
は
 
常
世
に
な
ら
む
 
図
 
 

負
へ
る
 
く
す
し
き
亀
も
 
新
代
と
 
泉
の
川
に
 
持
ち
越
せ
る
 
 

藤
木
の
つ
ま
で
を
 
百
足
ら
ず
 
筏
に
作
り
 
挿
す
ら
む
 
い
そ
は
 
 

く
見
れ
ば
 
神
か
ら
に
あ
ら
し
 
（
巻
∴
五
〇
）
 
 

「
天
地
も
依
り
て
あ
れ
こ
そ
」
 
の
 
「
天
地
」
は
空
間
と
し
て
の
 
「
天
地
」
 
 

な
の
か
、
神
格
性
を
持
つ
 
「
天
地
の
神
」
な
の
か
、
と
い
う
問
題
を
検
討
 
 

す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
ず
、
こ
こ
の
 
「
天
地
」
は
 
「
寄
り
て
あ
れ
」
 
の
主
 
 

語
で
あ
る
。
『
時
代
別
 
国
語
大
辞
典
 
上
代
締
』
 
に
よ
れ
ば
、
「
よ
る
」
 
 

と
は
心
を
寄
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
 
「
よ
り
」
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
博
 
 

『
秤
注
』
 
は
「
天
地
の
神
が
天
皇
に
心
服
す
る
」
と
訳
し
、
ま
た
、
「
相
 
 

寄
っ
て
お
仕
え
し
て
」
 
（
古
典
大
系
）
 
と
か
 
「
帰
服
し
て
」
 
（
注
釈
）
 
と
解
 
 

釈
す
る
注
釈
番
も
あ
る
。
必
ず
し
も
解
釈
が
一
致
し
な
い
が
、
曾
倉
琴
は
 
 

「
い
ず
れ
に
し
て
も
『
天
地
の
寄
り
合
ひ
の
極
み
』
 
の
「
寄
り
」
と
は
輿
 
 

な
り
、
意
志
性
を
持
ち
神
格
性
の
認
め
ら
れ
る
も
の
畑
」
と
述
べ
て
い
る
。
 
 

ま
た
、
「
天
地
」
 
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
説
が
あ
る
。
 
 

天
地
毛
は
、
天
神
地
祇
も
と
い
ふ
こ
と
な
り
、
こ
は
上
に
山
神
河
神
 
 

原
が
上
に
 
食
す
国
を
 
施
し
た
ま
は
む
と
 
み
あ
ら
か
は
 
商
知
 
 

を
山
川
と
云
る
と
全
問
例
な
り
 
（
古
凝
）
 
 

た
だ
天
地
と
い
つ
て
 
「
天
地
の
神
々
」
 
の
應
で
あ
る
事
は
、
上
の
 
 

「
山
川
毛
園
面
容
流
」
 
（
三
九
）
 
の
側
に
同
じ
い
 
（
精
考
）
 
 

瀦
注
釈
で
は
、
こ
の
「
天
地
」
を
「
天
地
の
神
」
と
す
る
も
の
が
多
く
、
 
 

空
間
と
し
て
の
 
「
天
地
」
と
す
る
も
の
は
全
く
な
い
と
貰
っ
て
良
い
。
ま
 
 

た
、
青
野
讃
歌
の
 
「
山
神
」
 
「
川
の
神
」
は
地
の
神
で
あ
れ
ば
、
二
三
五
 
 

の
 
「
天
質
の
雷
」
は
天
の
神
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
自
然
に
宿
る
「
天
地
の
 
 

神
」
 
の
二
部
と
考
え
れ
ば
、
神
格
と
し
て
の
「
天
地
」
は
神
々
の
汎
称
と
 
 

貰
っ
て
も
よ
い
。
大
久
保
正
氏
は
 
「
天
地
に
遇
補
す
る
神
々
に
広
く
漠
然
 
 

と
「
天
地
の
神
」
と
呼
び
か
け
た
帖
」
と
し
て
い
る
。
 
 

こ
こ
で
は
天
地
の
神
が
 
 

天
恩
に
心
服
す
る
こ
と
と
 
 

は
い
か
な
る
こ
と
な
の
か
 
 

に
つ
い
て
許
し
く
説
明
し
 
 

な
か
っ
た
が
、
富
野
讃
歌
 
 

に
歌
わ
れ
た
天
皇
と
天
地
 
 

の
神
と
の
関
係
を
と
ら
え
 
 

た
。
こ
こ
で
も
お
そ
ら
く
 
 

同
じ
上
下
関
係
を
言
っ
て
 
 

い
る
の
で
あ
ろ
う
。
 
 

以
上
の
よ
う
な
人
麻
呂
 
 

の
考
え
は
図
1
で
示
す
こ
 
 

f二麺二重裏嘉しコ  

地位下イ立  

国1 人麻呂における天皇・天地の神・人間  

の上下関係図   
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と
が
で
き
る
。
 
 
 

言
い
換
え
る
と
、
人
麻
呂
が
歌
を
通
し
て
表
し
た
の
は
、
天
皇
が
天
地
 
 

の
神
よ
り
地
位
が
高
い
と
い
う
思
想
で
あ
る
。
ま
た
人
麻
呂
は
「
天
地
の
 
 

神
は
自
然
万
物
を
司
る
」
と
い
う
意
識
を
表
現
し
た
の
で
あ
る
。
 
 

三
、
天
地
の
神
 
 

人
麻
呂
の
歌
は
、
薗
や
山
や
川
な
ど
の
自
然
に
宿
る
天
地
の
神
が
天
皇
 
 

に
仕
え
る
と
う
た
う
。
一
体
、
天
地
の
神
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
 
 

な
ぜ
人
麻
呂
は
天
皇
を
天
地
の
神
の
上
の
神
と
し
て
歌
う
の
で
あ
ろ
う
 
 

か
。
 
 
 

万
葉
集
の
歌
に
は
、
「
天
地
」
 
の
用
例
は
三
例
し
か
な
い
。
こ
の
疑
問
 
 

を
解
決
す
る
た
め
に
、
続
日
本
紀
宣
命
に
お
け
る
「
天
地
の
神
」
及
び
こ
 
 

れ
と
関
連
す
る
表
現
の
用
例
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
ず
、
慶
薯
四
 
 

年
の
第
三
沼
に
は
、
「
天
地
の
心
を
労
し
み
重
し
み
艮
み
坐
さ
く
と
泊
り
 
 

た
ま
ふ
」
と
あ
る
。
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
続
日
本
紀
』
は
「
泊
詞
解
 
 

が
い
う
よ
う
に
、
こ
れ
は
『
滞
意
 
（
か
ら
ご
こ
ろ
）
』
す
な
わ
ち
大
命
思
 
 

想
に
基
づ
く
表
現
」
と
す
る
。
ま
た
、
元
明
朝
に
お
け
る
魔
薯
よ
り
和
銅
 
 

へ
の
改
元
に
つ
い
て
語
る
『
続
日
本
紀
』
 
の
軍
事
（
改
元
の
謂
）
 
に
は
、
 
 

次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
 
 

天
地
の
心
を
労
し
み
重
し
み
辱
み
恐
み
坐
す
に
（
中
略
）
細
足
治
め
 
 

賜
ひ
慈
し
び
賜
ひ
来
る
天
つ
日
嗣
の
発
と
、
今
皇
朕
御
世
に
当
り
て
 
 

坐
せ
ば
、
天
地
の
心
を
労
し
み
重
し
み
辱
み
恐
み
坐
す
に
、
閲
し
看
 
 

す
食
国
の
中
の
東
の
方
武
蔵
国
に
、
自
然
に
作
成
れ
る
和
銅
出
で
在
 
 

り
と
奏
し
て
献
け
り
。
此
の
物
は
、
天
に
坐
す
神
・
地
坐
祇
の
相
う
 
 

づ
な
ひ
奉
り
福
は
へ
奉
る
番
に
依
り
て
、
顕
し
く
出
で
た
る
宝
に
在
 
 

る
ら
し
と
な
も
、
神
な
が
ら
念
し
行
す
。
足
を
以
て
、
天
地
の
神
の
 
 

顕
し
奉
れ
る
瑞
宝
に
依
り
て
、
御
世
の
年
号
改
め
賜
ひ
換
へ
賜
は
く
 
 

と
細
り
た
ま
ふ
命
を
衆
聞
重
た
ま
へ
と
富
る
。
故
、
慶
事
五
年
を
改
 
 

め
て
和
銅
元
年
と
し
て
、
御
世
の
年
号
と
定
め
賜
ふ
。
（
和
銅
元
年
 
 

正
月
十
一
日
）
 
 

武
蔵
国
か
ら
献
上
さ
れ
た
和
銅
は
、
「
天
坐
神
・
地
坐
祇
」
が
顕
し
奉
っ
 
 

た
瑞
宝
で
あ
る
の
で
、
年
号
を
改
め
る
と
い
う
。
「
天
坐
神
・
地
盤
祇
」
 
 

は
す
な
わ
ち
「
天
神
・
地
祇
」
 
で
あ
る
。
『
日
本
番
紀
』
 
に
よ
れ
ば
、
「
天
 
 

神
・
地
祇
」
と
は
、
「
中
国
で
は
党
天
上
帝
・
日
月
・
星
辰
・
司
中
・
司
 
 

命
・
風
師
・
雨
師
な
ど
を
天
神
、
后
土
・
社
櫻
・
五
祀
・
五
島
な
ど
を
地
 
 

祇
と
い
う
が
、
日
本
で
は
い
わ
ゆ
る
ア
マ
ツ
神
と
ク
ニ
ッ
神
を
い
う
佃
」
。
 
 

こ
の
誠
に
お
い
て
、
天
神
地
祇
は
瑞
宝
を
顕
す
主
体
で
あ
る
。
ま
た
、
聖
 
 

武
天
皇
が
神
亀
よ
り
天
平
へ
改
元
し
た
記
事
に
お
い
て
、
 
 

此
は
太
上
天
皇
の
輝
き
広
き
徳
を
馨
り
て
、
高
き
衆
き
行
に
依
り
て
 
 

顕
れ
け
る
大
き
瑞
の
物
そ
と
謂
り
た
ま
ふ
命
を
、
衆
聞
き
た
ま
へ
と
 
 

登
る
。
辞
別
き
て
、
此
の
大
き
瑞
の
物
は
、
天
に
坐
す
神
・
地
に
坐
 
 

斬
抑
の
相
う
づ
な
ひ
奉
り
福
は
へ
奉
る
串
に
依
り
て
、
顕
し
奉
れ
る
 
 

衆
き
瑞
な
る
を
以
て
、
御
世
の
年
号
改
め
賜
ひ
摸
へ
賜
ふ
。
（
後
略
）
 
 

（
天
平
元
年
八
月
）
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と
あ
る
。
太
ヒ
天
皇
の
高
徳
農
行
に
よ
っ
て
、
祥
瑞
が
現
れ
た
。
祥
瑞
の
 
 

出
現
に
よ
っ
て
改
元
さ
れ
た
が
、
こ
の
祥
瑞
を
下
す
正
休
は
 
「
天
に
坐
す
 
 

神
・
他
に
坐
す
神
」
と
明
記
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
用
例
は
す
ぺ
て
中
国
の
 
 

祥
瑞
思
想
と
関
わ
り
が
あ
る
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

祥
瑞
思
想
は
、
為
政
者
が
啓
政
を
行
え
ば
、
天
は
そ
れ
を
窟
し
て
祥
瑞
 
 

を
く
だ
す
と
い
う
考
え
、
す
な
わ
ち
大
命
思
想
に
基
づ
い
た
思
想
で
あ
 
 

る
。
H
‖
本
古
代
に
お
け
る
天
命
思
想
の
受
容
の
経
緯
は
、
正
史
の
祥
瑞
に
 
 

関
す
る
記
事
を
追
う
こ
と
を
通
し
て
明
確
し
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 
 

『
日
本
書
紀
』
 
に
お
い
て
、
祥
瑞
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
ほ
ど
数
多
く
 
 

あ
ら
わ
れ
る
が
、
主
に
推
古
紀
以
下
の
諮
巻
に
集
中
し
て
い
る
≠
。
 
 
 

推
古
朝
以
後
の
大
化
改
新
の
時
期
に
、
祥
瑞
思
想
は
頻
繁
に
為
政
者
の
 
 

斉
政
を
示
す
誰
と
し
て
利
用
さ
れ
た
。
其
の
中
に
、
巌
も
祥
瑞
の
政
治
的
 
 

な
意
義
を
顕
す
記
事
は
、
孝
徳
斬
の
白
雉
改
元
記
事
と
請
え
る
。
準
徳
紀
 
 

白
雉
元
年
二
月
条
に
は
 
「
聖
王
世
に
出
で
て
、
天
下
を
治
め
る
時
に
、
天
 
 

聴
へ
て
、
其
の
祥
瑞
を
ホ
す
」
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
犬
あ
る
い
は
大
地
 
 

の
神
が
大
患
の
治
世
を
讃
美
す
る
か
ら
、
祥
瑞
を
表
す
。
天
地
の
神
は
天
 
 

皇
の
治
世
を
評
価
す
る
主
体
と
な
り
、
天
皇
よ
り
高
い
地
位
に
位
置
づ
け
 
 

天
武
・
持
続
卵
で
活
躍
し
て
い
た
柿
本
人
麻
呂
も
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
 
 

ら
れ
る
。
 
 
 

大
化
前
後
か
ら
大
武
・
持
続
斬
に
至
る
時
代
に
、
祥
瑞
思
想
が
政
治
上
 
 

に
盛
ん
に
利
用
さ
れ
る
。
祥
瑞
思
想
は
天
命
思
想
に
包
含
さ
れ
る
の
で
、
 
 

祥
瑞
思
想
が
受
零
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
当
時
の
政
弊
に
天
命
思
 
 

想
が
深
く
浸
透
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
 
 

祥
瑞
思
想
を
受
容
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
祥
瑞
思
想
に
基
 
 

づ
い
て
述
べ
れ
ば
、
天
地
の
神
は
天
皇
に
思
慮
を
与
え
て
、
天
皇
の
治
世
 
 

を
評
価
す
る
神
と
な
り
、
天
皇
の
上
に
あ
る
存
在
で
あ
る
。
そ
の
一
方
、
 
 

人
麻
呂
の
歌
で
描
か
れ
た
天
皇
は
山
神
と
か
川
の
神
と
か
を
服
従
さ
せ
る
 
 

存
在
で
あ
り
、
天
地
の
神
の
L
に
あ
る
神
で
あ
る
。
人
麻
呂
の
欺
か
ら
見
 
 

た
天
皇
と
天
地
の
神
と
の
関
係
は
明
ら
か
に
中
国
の
祥
瑞
思
想
と
は
巽
な
 
 

る
構
造
で
あ
る
。
人
麻
呂
は
中
国
の
祥
備
思
想
を
熟
知
し
な
が
ら
も
、
全
 
 

く
逆
な
上
下
関
係
の
思
想
構
造
を
披
露
す
る
。
こ
れ
は
、
大
化
前
後
か
ら
 
 

祥
瑞
感
想
に
基
づ
い
て
構
築
さ
れ
た
天
恵
の
権
威
を
さ
ら
に
高
次
に
位
置
 
 

づ
け
て
、
天
地
の
神
の
上
に
あ
る
神
と
し
て
描
い
て
、
天
皇
を
絶
対
無
上
 
 

の
地
位
に
位
置
づ
け
た
こ
と
を
意
味
す
る
に
適
い
な
い
。
 
 

四
、
人
麻
呂
の
天
皇
観
の
継
承
 
 

陸
奥
の
闇
に
愈
を
出
だ
す
 
詔
裔
を
賀
く
敬
一
首
拝
せ
て
短
歌
 
 

葦
原
の
 
瑞
穂
の
闇
を
 
天
下
り
 
知
ら
し
め
し
け
る
 
す
め
ろ
き
 
 

の
 
神
の
命
の
 
御
代
窮
ね
 
大
の
日
継
と
 
知
ら
し
来
る
 
君
の
 
 

御
代
御
代
 
敷
き
ま
せ
る
 
四
方
の
園
に
は
 
山
川
を
 
広
み
厚
み
 
 

と
 
奉
る
 
御
調
宜
は
 
数
へ
え
ず
 
代
、
し
も
か
ね
つ
 
し
か
れ
ど
 
 

も
 
我
が
大
君
の
 
瀦
人
の
 
緋
ひ
た
ま
ひ
 
よ
き
こ
と
を
 
始
め
 
 

た
ま
ひ
て
 
金
か
も
 
確
け
く
あ
ら
む
と
 
思
ほ
し
て
 
下
悩
ま
す
 
 

に
 
鶴
が
鳴
く
 
東
の
団
の
 
陸
奥
の
 
小
田
に
あ
る
山
に
 
金
あ
 
 

り
と
 
申
し
た
ま
へ
れ
 
御
心
を
 
明
ら
め
た
ま
ひ
 
天
地
の
 
神
 
 
 

岨
引
刊
融
糾
 
す
め
ろ
き
の
 
御
感
助
け
て
 
遜
き
代
に
 
か
か
り
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し
こ
と
を
 
我
が
御
代
に
 
顕
は
し
て
あ
れ
ば
 
食
す
闊
は
 
栗
え
 
 

む
も
の
と
 
神
な
が
ら
 
思
ほ
し
め
し
て
 
も
の
の
ふ
の
 
八
卜
伴
 
 

の
男
を
 
奉
ろ
へ
の
 
向
け
の
ま
に
ま
に
 
老
人
も
 
女
竜
も
 
し
 
 

が
願
ふ
 
心
足
ら
ひ
に
 
撫
で
た
ま
ひ
 
治
め
た
ま
へ
ば
 
こ
こ
を
 
 

し
も
 
あ
や
に
爵
み
 
嫡
し
け
く
 
い
よ
よ
思
ひ
て
 
大
伴
の
 
過
 
 

つ
神
祖
の
 
そ
の
名
を
ば
 
大
久
米
主
と
 
負
ひ
持
ち
て
 
什
へ
し
 
 

官
 
海
行
か
ば
 
水
油
く
廃
 
山
行
か
ば
 
草
生
す
屍
 
大
君
の
 
 

辺
に
こ
そ
死
な
め
 
か
へ
り
見
は
 
せ
じ
と
言
立
て
 
ま
す
ら
を
の
 
 
 

涌
き
そ
の
名
を
 
い
に
し
へ
よ
 
今
の
を
つ
つ
に
 
流
さ
へ
る
 
 

阻
の
子
ど
も
ぞ
 
大
伴
と
 
佐
伯
の
氏
は
 
人
の
阻
の
 
法
つ
る
諸
 
 

政
て
 
人
の
子
は
 
祖
の
名
絶
た
ず
 
大
君
に
 
ま
つ
ろ
ふ
も
の
と
 
 

苫
ひ
継
げ
る
 
言
の
官
ぞ
 
梓
弓
 
手
に
取
り
持
ち
て
 
剣
大
刀
 
 

腰
に
取
り
傾
き
 
朝
守
り
 
夕
の
守
り
に
 
大
君
の
 
御
門
の
守
り
 
 

我
れ
を
お
き
て
 
ま
た
人
は
あ
ら
じ
 
と
い
や
立
て
 
思
ひ
し
ま
さ
 
 

る
 
大
君
の
 
御
言
の
辛
の
．
に
は
「
を
」
と
い
ふ
 
聞
け
ば
数
み
 
 

に
は
「
段
く
し
あ
れ
ば
」
と
い
ふ
 
（
巻
十
八
、
四
〇
九
四
）
 
 

反
歌
三
首
 
 

ま
す
ら
を
の
 
心
思
ほ
ゆ
 
大
石
の
 
御
言
の
串
を
．
に
は
「
の
」
と
 
 

い
ふ
 
聞
け
ば
簸
み
．
に
は
「
飽
く
し
あ
れ
ば
」
と
い
ふ
（
巻
十
八
、
四
〇
 
 

九
五
）
 
 

大
伴
の
 
速
つ
神
阻
の
 
奥
つ
城
は
 
し
る
く
憬
立
て
 
人
の
知
る
 
 

べ
く
 
（
巻
十
八
、
四
〇
九
六
）
 
 

天
皇
の
 
御
代
栄
え
む
と
 
束
な
る
 
陸
奥
山
に
 
金
花
咲
く
（
巻
 
 

十
八
、
四
〇
九
七
）
 
 
 

傍
線
部
に
つ
い
て
、
『
搾
注
払
 
は
 
「
我
が
灘
を
天
地
の
神
々
も
挙
っ
て
 
 

藤
し
た
ま
い
、
代
々
の
天
皇
の
御
感
も
お
助
け
く
だ
っ
た
」
と
解
釈
し
 
 

た
。
こ
こ
の
天
地
の
神
が
天
恩
の
御
感
と
並
列
し
て
、
天
皇
の
菜
を
よ
し
 
 

と
認
め
る
こ
と
か
ら
、
天
地
の
神
が
天
恩
よ
り
上
位
の
よ
う
に
み
え
る
。
 
 
 

し
か
し
、
天
皇
と
神
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
大
伴
家
持
の
四
四
六
五
 
 

に
は
以
下
の
よ
う
に
配
し
て
い
る
。
 
 

族
を
喩
す
歌
…
首
沖
せ
て
短
歌
 
 

ひ
さ
か
た
の
 
天
の
門
閥
き
 
高
千
穂
の
 
岳
に
天
降
り
し
 
す
め
 
 

ろ
き
の
 
神
の
御
代
よ
り
 
は
じ
弓
を
 
手
振
り
持
た
し
 
其
鹿
子
 
 

矢
を
 
手
挟
み
添
へ
て
 
大
久
米
の
 
ま
す
ら
健
男
を
 
先
に
立
て
 
 

鞭
取
り
負
ほ
せ
 
山
川
を
 
岩
槻
さ
く
み
て
 
踏
み
通
り
 
国
求
 
 

ぎ
し
つ
つ
 
ち
は
や
ぶ
る
 
神
を
雷
向
け
 
ま
つ
ろ
は
ぬ
 
人
を
も
 
 

和
し
 
掃
き
溜
め
 
仕
へ
ま
つ
り
て
 
棉
輪
島
 
大
和
の
国
の
 
檀
 
 

原
の
 
畝
傍
の
常
に
 
宵
柱
 
太
知
り
立
て
て
 
天
の
下
 
知
ら
し
 
 

め
し
け
る
 
天
恩
の
 
天
の
日
継
と
 
継
ぎ
て
繰
る
 
署
の
御
代
御
 
 

代
 
隠
さ
は
ぬ
 
明
き
心
を
 
息
辺
に
 
極
め
尽
し
て
 
仕
へ
来
る
 
 
 

阻
の
つ
か
さ
と
 
言
立
て
て
 
授
け
た
ま
へ
る
 
子
孫
の
 
い
や
 
 

継
ぎ
継
ぎ
に
 
見
る
人
の
 
語
り
継
ぎ
て
て
 
聞
く
人
の
 
鏡
に
せ
 
 

む
を
 
あ
た
ら
し
き
 
滴
き
そ
の
名
ぞ
 
お
ぼ
ろ
か
に
 
心
思
ひ
て
 
 
 

空
言
も
 
祖
の
名
経
つ
な
 
大
伴
の
 
氏
と
名
に
負
へ
る
 
ま
す
 
 

ら
を
の
伴
 
（
巻
二
十
、
四
四
六
五
）
 
 

磯
城
島
の
 
大
和
の
国
に
 
明
ら
け
き
 
名
に
負
ふ
件
の
男
 
心
つ
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と
め
よ
 
（
巻
二
十
、
四
四
六
六
）
 
 

剣
大
刀
 
い
よ
よ
靡
ぐ
ぺ
し
 
い
に
し
へ
ゆ
 
さ
や
け
く
負
ひ
て
 
 

来
に
し
そ
の
名
ぞ
 
（
巻
二
十
、
四
囲
六
七
）
 
 

右
は
、
淡
海
輿
人
三
船
が
諷
酋
に
繰
り
て
、
拍
饗
守
大
伴
ホ
慈
礎
 
 

宿
禰
、
任
を
解
か
ゆ
。
こ
こ
を
も
ち
て
、
家
持
こ
の
歌
を
作
る
。
 
 

こ
の
歌
の
前
半
椰
は
次
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
。
「
遥
か
な
る
天
つ
や
 
 

の
戸
、
商
天
原
の
天
の
戸
を
開
い
て
、
準
原
の
園
高
千
穂
の
岳
に
大
降
ら
 
 

れ
た
皇
祖
の
神
の
御
代
か
ら
、
は
じ
木
の
弓
を
平
に
し
っ
か
と
握
っ
て
お
 
 

持
ち
に
な
り
、
輿
鹿
子
矢
を
手
挟
み
添
え
、
大
久
米
の
ま
す
ら
健
男
を
前
 
 

に
立
て
て
鞭
を
背
負
わ
せ
、
山
も
川
も
、
尉
根
を
押
し
分
け
て
踏
み
通
 
 

り
、
牒
つ
く
ぺ
き
国
を
増
し
求
め
て
は
、
荒
ぶ
る
神
々
を
さ
と
し
、
従
わ
 
 

ぬ
人
び
と
を
も
や
わ
ら
げ
、
こ
の
間
を
掃
き
溜
め
お
仕
え
申
し
L
る
」
、
 
 

と
。
「
ち
は
や
ぷ
る
 
神
を
雷
向
け
」
と
い
う
表
現
は
、
荒
ぶ
る
神
々
を
 
 

服
従
さ
せ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
 
 
 

天
皇
の
臣
下
と
し
て
の
 
「
大
久
米
の
ま
す
ら
健
男
」
 
が
神
々
を
服
従
さ
 
 

せ
る
こ
と
は
、
神
々
が
天
皇
に
服
従
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
に
適
い
な
 
 

い
。
つ
ま
り
、
こ
の
歌
に
は
、
神
々
も
天
皇
の
支
配
の
下
に
あ
る
と
い
う
 
 

家
持
の
塵
紙
が
反
映
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
 
 
 

さ
ら
に
純
い
て
、
家
持
は
「
盛
り
の
な
い
涌
き
心
を
持
っ
て
日
継
ぎ
の
 
 

若
に
挿
げ
つ
く
し
て
、
ず
っ
と
お
仕
え
申
し
て
卓
た
先
祖
代
々
の
大
伴
豪
 
 

の
役
目
で
あ
り
、
そ
の
子
々
孫
々
の
い
よ
い
よ
相
続
く
よ
う
に
祖
先
の
名
 
 

を
絶
や
さ
ず
に
継
い
で
い
く
」
、
と
詠
ん
だ
。
天
皇
に
奉
仕
す
る
こ
と
は
 
 

大
伴
家
の
人
々
に
と
っ
て
、
代
々
相
継
ぐ
役
目
で
あ
る
。
天
恩
は
大
伴
家
 
 

の
人
々
に
と
っ
て
奉
仕
す
る
対
象
で
あ
り
、
人
間
と
関
わ
り
深
い
存
在
で
 
 

あ
る
〕
 
 
 

ま
た
、
大
伴
家
持
は
欺
を
適
し
て
人
間
と
天
地
の
神
と
の
関
係
に
つ
い
 
 

て
ど
う
表
現
し
た
の
か
を
見
て
み
よ
う
。
 
 

大
君
の
 
任
け
の
ま
に
ま
に
 
偽
守
に
 
我
が
立
ち
来
れ
ば
 
は
は
 
 

そ
聴
の
 
母
の
命
は
 
み
賽
の
裾
 
摘
み
上
げ
掻
き
撫
で
 
ち
ち
の
 
 

嚢
の
 
父
の
命
は
 
梢
づ
の
の
 
自
ひ
げ
の
上
ゆ
 
渥
重
り
 
囁
き
 
 

の
た
ば
く
 
政
子
じ
も
の
 
た
だ
ひ
と
り
し
て
 
斬
戸
出
の
 
愛
し
 
 

き
我
が
子
 
あ
ら
た
ま
の
 
年
の
相
良
く
 
相
見
ず
は
 
恋
し
く
あ
 
 

る
ぺ
し
 
今
‖
だ
に
も
 
苫
ど
ひ
せ
む
と
 
惜
し
み
つ
つ
 
悲
し
ぴ
 
 

ま
せ
ば
 
若
草
の
 
凄
も
子
ど
も
も
 
を
ち
こ
ち
に
 
さ
は
に
囲
み
 
 

店
 
番
風
の
 
声
の
さ
ま
よ
ひ
 
自
梢
の
 
袖
泣
き
濡
ら
し
 
た
づ
 
 
 

さ
は
り
 
別
れ
か
て
に
と
 
引
き
留
め
 
悠
ひ
し
も
の
を
 
刃
矧
抑
 
 
 

制
矧
剣
 
玉
稗
の
遣
に
出
で
立
ち
 
岡
の
崎
 
い
媚
む
る
ご
と
に
 
 

万
た
び
 
か
へ
り
施
し
つ
つ
 
は
ろ
は
ろ
に
 
別
れ
し
来
れ
ば
 
思
 
 

ふ
そ
ら
 
安
く
も
あ
ら
ず
 
恋
ふ
る
そ
ら
 
潜
し
き
も
の
を
 
う
つ
 
 
 

せ
み
の
 
筍
M
川
利
和
圃
 

住
畜
の
 
我
が
統
め
神
に
 
幣
奉
り
 
祈
り
申
し
て
 
難
波
津
に
 
 

ぎ
出
ぬ
と
 
家
に
告
げ
こ
そ
 
（
啓
二
十
、
園
四
〇
八
）
 
 

理
き
遣
を
 
幽
伝
ひ
 
い
漕
ぎ
獲
り
て
 
あ
り
廻
り
 
我
が
来
る
ま
 
 

船
を
浮
け
据
ゑ
 
八
十
稗
貫
き
 
水
半
生
へ
て
 
朝
開
き
 
我
は
漕
 
 

で
に
 
平
け
く
 
親
は
い
ま
さ
ね
 
障
み
な
く
 
寮
は
待
た
せ
と
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大
伴
家
持
の
四
四
〇
八
に
は
「
大
君
の
命
畏
み
」
と
あ
る
。
天
皇
の
命
 
 

令
は
畏
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
人
間
は
そ
れ
に
服
従
し
な
け
れ
ば
な
ら
 
 

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
天
皇
の
命
令
を
畏
れ
る
の
で
、
任
務
を
果
た
 
 

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
表
現
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
「
命
艮
み
」
 
の
 
 

意
味
は
、
「
不
安
に
な
る
」
や
「
危
ぶ
む
」
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
む
 
 

し
ろ
畏
敬
で
あ
り
、
近
づ
き
が
た
い
も
の
と
し
て
か
し
こ
ま
り
敬
う
の
で
 
 

あ
る
と
理
解
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
、
人
間
に
対
し
て
は
、
天
皇
は
尊
敬
す
 
 

る
対
象
で
あ
り
、
服
従
す
る
対
象
で
あ
る
。
 
 
 

傍
線
部
は
次
の
よ
う
な
意
味
で
あ
る
。
「
生
身
の
こ
の
世
の
人
間
で
あ
 
 

る
限
り
、
た
ま
き
は
る
命
の
ほ
ど
も
測
り
は
か
り
難
い
と
は
い
え
、
ど
う
 
 

か
、
海
原
の
恐
ろ
し
い
道
、
そ
の
海
原
の
道
を
島
伝
い
に
漕
ぎ
渡
っ
て
、
 
 

旅
路
か
ら
旅
路
へ
と
め
ぐ
り
続
け
て
私
が
無
事
に
滑
っ
て
来
る
ま
で
、
親
 
 

は
親
で
幸
福
で
い
て
ほ
し
い
、
妻
は
妻
で
達
者
で
い
て
ほ
し
い
と
、
住
吉
 
 

の
海
の
神
様
に
幣
を
捧
げ
て
ね
ん
ご
ろ
に
祈
り
、
難
波
津
に
船
を
浮
べ
、
 
 

機
を
び
っ
し
り
取
り
付
け
水
手
を
揃
え
て
、
朝
早
く
私
は
漕
ぎ
出
し
て
 
 

行
っ
た
と
、
家
の
者
に
知
ら
せ
て
く
だ
さ
い
。
」
 
 
 

天
皇
の
命
令
は
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
海
原
の
 
 

通
が
恐
ろ
し
い
道
で
あ
っ
て
も
、
旅
路
が
危
険
で
あ
っ
て
も
、
天
皇
の
命
 
 

令
に
従
っ
て
、
使
命
を
果
た
さ
ぎ
る
を
得
な
い
。
旅
路
の
危
険
や
不
安
が
 
 

あ
れ
ば
、
四
四
〇
八
に
は
「
住
吉
の
我
が
絞
め
神
に
幣
奉
り
祈
り
申
し
 
 

て
」
と
あ
る
よ
う
に
、
人
間
が
住
吉
の
神
に
道
の
安
全
を
祈
る
の
で
あ
 
 

る
。
住
吉
の
神
が
海
を
掌
る
神
で
あ
り
、
天
地
の
神
と
考
え
ら
れ
る
。
天
 
 

地
の
神
が
人
間
の
祈
る
対
象
に
な
る
。
道
の
安
全
を
願
う
な
ら
、
天
地
の
 
 

神
に
祈
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
間
に
と
っ
て
天
皇
は
服
従
 
 

の
対
象
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
、
天
地
の
神
は
祈
願
の
対
象
 
 

と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

人
麻
呂
と
家
持
と
は
天
皇
の
神
格
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
共
通
点
が
 
 

あ
る
。
四
四
六
七
番
歌
で
歌
わ
れ
る
天
皇
の
臣
下
と
し
て
の
 
「
大
久
米
の
 
 

ま
す
ら
健
男
」
が
神
々
を
服
従
さ
せ
る
こ
と
は
、
神
々
が
天
皇
に
服
従
す
 
 

る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
家
持
の
歌
を
通
し
て
、
神
々
も
天
皇
の
 
 

支
配
の
下
に
あ
る
と
い
う
意
識
は
反
映
さ
れ
て
い
る
。
人
麻
呂
は
吉
野
讃
 
 

歌
で
山
神
と
川
の
神
が
天
皇
に
奉
仕
す
る
こ
と
を
歌
い
、
天
皇
を
山
の
神
 
 

や
川
の
神
な
ど
の
天
地
の
神
の
頭
上
に
君
臨
す
る
「
神
の
中
の
神
」
 
の
位
 
 

置
に
据
え
よ
う
と
企
図
し
た
。
人
麻
呂
と
家
持
は
同
様
に
天
皇
を
天
地
の
 
 

神
よ
り
高
い
地
位
に
あ
る
神
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
た
。
こ
の
観
点
か
ら
 
 

み
れ
ば
、
大
伴
家
持
で
あ
 
 

れ
、
柿
本
人
麻
呂
で
あ
れ
、
 
 

歌
を
通
し
て
、
天
皇
の
神
 
 

格
化
を
具
体
化
し
た
と
貰
 
 

え
よ
う
。
 
 
 

家
持
は
天
皇
と
天
地
の
 
 

神
の
関
係
に
つ
い
て
、
人
 
 

麻
呂
と
同
じ
上
下
関
係
の
 
 

意
識
を
持
ち
な
が
ら
も
、
 
 

人
間
の
側
か
ら
の
発
想
を
 
 

表
現
し
て
い
る
。
天
皇
の
 
 

命
令
に
従
う
べ
き
こ
と
が
 
 

強
調
さ
れ
、
人
間
に
と
っ
 
 
地位上位  

地位下位  

園2 大伴家持における天皇・天地の神・  

人間の上下関係図  
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て
天
皇
が
服
従
す
る
対
象
で
あ
る
こ
と
が
企
図
さ
れ
た
。
ま
た
、
人
間
に
 
 

と
っ
て
、
天
地
の
神
は
祈
祷
す
る
対
象
で
あ
る
、
と
い
う
。
 
 
 

人
間
側
の
視
点
か
ら
見
た
天
皇
と
天
地
の
神
と
の
叢
緊
は
、
大
伴
家
持
 
 

の
歌
に
は
歌
わ
れ
た
が
、
柿
本
人
麻
呂
の
歌
に
は
見
当
ら
な
か
っ
た
。
こ
 
 

れ
は
大
伴
家
持
が
柿
本
人
麻
呂
の
天
皇
観
に
基
づ
き
、
さ
ら
に
人
間
か
ら
 
 

の
視
点
を
加
え
て
歌
を
披
露
し
た
と
言
っ
て
も
よ
い
。
 
 

五
、
結
 
 

本
論
文
は
万
黄
集
に
お
け
る
神
の
種
顆
を
天
皇
と
い
う
現
人
神
と
自
然
 
 

に
宿
る
「
天
地
の
神
」
に
分
類
す
る
こ
と
に
し
た
。
天
地
の
神
と
天
皇
と
 
 

の
関
係
に
つ
い
て
の
検
討
の
結
果
、
以
下
の
よ
う
な
構
造
が
明
ら
か
に
 
 

な
っ
て
き
た
。
人
麻
呂
は
 
「
天
地
の
神
は
自
然
万
物
を
司
り
、
自
然
万
物
 
 

に
宿
る
」
と
い
う
慮
識
を
二
八
番
歌
で
表
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
人
麻
 
 

呂
の
歌
に
は
「
天
皇
は
天
地
の
神
よ
り
地
位
が
高
い
」
と
い
う
思
想
も
存
 
 

在
し
て
い
る
。
 
 
 

大
化
前
後
か
ら
天
命
思
想
は
政
治
思
想
と
し
て
日
本
に
受
容
さ
れ
て
、
 
 

大
武
・
持
続
朝
に
至
る
時
代
に
、
祥
瑞
思
想
が
政
治
上
に
盛
ん
に
利
用
さ
 
 

れ
る
。
天
武
・
持
続
斬
で
活
躍
し
て
い
た
柿
本
人
麻
呂
は
こ
の
よ
う
な
祥
 
 

瑞
思
想
も
受
容
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
祥
瑞
思
想
に
感
づ
 
 

い
て
述
べ
れ
ば
、
天
地
の
神
は
天
皇
に
恩
恵
を
与
え
て
、
天
皇
の
治
世
を
 
 

評
価
す
る
神
で
あ
り
、
天
皇
の
上
に
あ
る
存
在
で
あ
る
。
そ
の
山
方
、
人
 
 

麻
呂
の
駄
で
描
か
れ
た
天
皇
は
山
神
と
か
川
の
神
と
か
が
服
従
す
る
対
象
 
 

で
あ
り
、
天
地
の
神
の
と
に
あ
る
神
で
あ
る
。
人
麻
呂
の
軟
か
ら
見
た
犬
 
 

息
と
天
地
の
神
と
の
関
係
は
明
ら
か
に
中
国
の
祥
瑞
思
想
と
は
異
な
る
構
 
 

造
で
あ
る
。
人
麻
呂
は
中
園
の
祥
瑞
思
想
を
熟
知
し
な
が
ら
も
、
全
く
逆
 
 

の
上
下
関
係
の
思
想
構
遮
を
披
露
す
る
。
こ
れ
は
、
今
ま
で
祥
瑞
思
想
に
 
 

基
づ
い
て
構
築
さ
れ
た
天
皇
の
磯
威
を
さ
ら
に
高
次
に
位
置
づ
け
て
、
天
 
 

地
の
神
の
上
に
あ
る
神
と
し
て
描
い
て
、
天
皇
を
絶
対
無
上
の
地
位
に
位
 
 

置
づ
け
た
こ
と
を
慮
昧
す
る
に
退
い
な
い
。
 
 
 

大
平
神
瀬
二
年
三
月
十
六
日
に
至
り
、
伊
勢
幾
受
宵
の
上
空
を
は
じ
 
 

め
、
二
、
三
簡
所
に
慶
事
が
現
れ
た
記
事
が
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
神
薄
紫
 
 

濱
と
改
元
し
た
。
称
徳
天
皇
の
諸
に
は
、
祭
薯
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
 
 

載
さ
れ
る
。
 
 

足
れ
盟
敢
へ
て
胱
が
縫
い
大
地
の
御
心
を
感
動
し
ま
つ
る
ぺ
き
事
は
 
 

尤
し
と
な
も
念
し
行
す
。
然
る
に
此
は
大
御
神
の
宵
の
上
に
示
顕
し
 
 
 

給
ふ
。
放
、
尚
放
は
対
柵
叫
矧
切
叫
い
樹
勺
刹
捌
鼠
引
。
ま
た
、
掛
 
 

け
ま
く
も
艮
き
御
世
御
世
の
先
の
患
が
御
感
の
助
け
船
ひ
着
び
給
へ
 
 
 

l
 

る
蜘
射
引
。
（
神
諸
費
薯
元
年
八
月
十
六
旦
 
 

祥
瑞
は
、
大
御
神
や
敷
祖
の
御
感
の
慈
助
に
よ
る
も
の
と
し
て
い
る
。
 
 

中
国
恩
想
に
囲
う
「
天
」
 
の
代
わ
り
に
、
日
本
在
来
の
大
御
神
や
皇
祖
の
 
 

御
澄
な
ど
が
祥
瑞
を
く
だ
す
よ
う
に
な
っ
た
。
か
つ
て
拙
論
「
日
本
古
代
 
 

に
お
け
る
天
命
思
想
の
受
愈
T
－
－
祥
瑞
思
想
の
和
風
化
⊥
 
（
『
哲
学
・
 
 

思
想
論
凝
転
筋
二
十
四
琴
、
筑
波
大
学
哲
学
・
思
想
学
会
、
二
〇
〇
六
年
）
 
 

に
お
い
て
論
じ
た
よ
う
に
、
大
武
・
持
続
開
か
ら
祥
瑞
思
想
は
次
第
に
変
 
 

容
さ
れ
、
和
銅
以
後
、
祥
瑞
思
想
の
主
体
が
日
本
の
天
つ
神
国
つ
神
と
曳
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祖
霊
へ
と
置
き
換
え
ら
れ
た
。
支
配
権
を
下
す
主
体
は
天
つ
神
で
あ
る
と
 
 

同
時
に
、
天
皇
は
天
つ
神
の
御
子
で
あ
る
と
い
う
絶
対
的
な
血
脈
関
係
に
 
 

よ
っ
て
権
威
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

徳
が
あ
れ
ば
天
命
が
下
り
、
徳
が
な
け
れ
ば
天
命
は
去
る
と
い
う
天
命
 
 

思
想
に
お
い
て
、
天
と
統
治
者
の
関
係
は
固
定
化
さ
れ
え
な
か
っ
た
。
そ
 
 

う
し
た
天
命
思
想
に
拠
れ
ば
、
天
皇
の
地
位
に
が
動
揺
す
る
可
能
性
が
あ
 
 

る
。
天
皇
の
権
威
と
地
位
を
固
定
化
さ
せ
る
た
め
に
、
人
麻
呂
は
、
天
地
 
 

の
神
の
上
に
君
臨
し
統
治
す
る
天
皇
と
い
う
考
え
を
編
み
出
し
た
の
で
あ
 
 

ろ
う
。
 
 
 

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
天
皇
と
天
地
の
神
と
の
関
係
に
対
す
る
認
識
は
大
 
 

伴
家
持
の
歌
に
継
承
さ
れ
た
。
天
皇
は
大
の
下
に
神
と
し
て
降
臨
し
て
、
 
 

神
々
が
天
皇
に
服
従
す
る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
家
持
は
人
麻
呂
の
 
 

天
皇
観
を
受
け
継
い
で
、
さ
ら
に
、
人
間
側
の
視
点
を
加
え
、
人
間
と
天
 
 

皇
と
の
関
係
を
歌
で
表
現
し
た
。
 
 

大
野
晋
『
日
本
語
を
さ
か
の
ぼ
る
』
岩
波
新
番
、
一
九
七
四
年
、
 
 

九
七
貢
参
照
。
 
 

吉
井
巌
は
「
富
岳
の
歌
」
 
（
『
万
弟
集
を
学
ぶ
』
第
二
集
、
有
斐
閣
、
 
 

一
九
ヒ
八
年
）
 
で
は
、
天
賓
に
つ
い
て
、
「
天
皇
の
概
念
に
基
づ
い
 
 

て
成
立
し
た
語
の
一
つ
で
あ
り
、
古
代
で
は
な
お
非
地
上
的
、
他
界
 
 

的
、
呪
術
的
な
観
念
が
こ
の
語
に
は
感
じ
ら
れ
て
い
た
。
留
が
常
に
 
 

こ
の
語
と
の
み
結
び
つ
い
て
表
現
さ
れ
る
の
も
、
膚
が
神
威
の
発
動
 
 

と
考
え
ら
れ
、
神
話
的
観
念
を
と
ど
め
る
天
薯
と
容
易
に
結
び
つ
い
 
 

た
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
」
と
説
い
た
。
 
 

曾
倉
琴
「
『
天
地
の
神
』
考
」
 
『
万
柴
集
研
究
 
第
二
十
九
集
』
鳩
番
 
 

所
、
二
〇
U
七
年
 
 

大
久
保
正
 
『
万
柴
集
の
諸
相
』
 
明
治
番
院
、
一
九
八
〇
年
 
 

『
統
日
本
配
 
こ
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、
 
二
七
貫
、
注
一
三
、
 
 

参
照
。
 
 

『
日
本
番
紀
』
 
の
祥
瑞
災
異
に
つ
い
て
、
書
紀
の
編
者
た
ち
の
潤
色
 
 

と
す
る
見
解
が
あ
る
 
（
沖
田
左
右
吉
、
志
田
浮
∴
京
口
元
吉
ら
）
。
 
 

重
松
明
久
「
古
代
に
お
け
る
祥
瑞
思
想
の
展
開
と
改
元
」
 
（
『
地
域
文
 
 

化
研
究
』
適
号
3
。
一
九
七
七
年
）
 
は
、
『
沓
紀
』
編
者
が
い
わ
ゆ
 
 

る
大
化
改
新
を
潤
飾
す
る
た
め
、
遡
上
記
述
し
た
も
の
だ
、
と
説
い
 
 

た
。
そ
の
一
方
、
江
畑
武
「
七
世
紀
前
半
の
釆
ア
ジ
ア
 
一
 
息
極
紀
 
 

三
年
条
の
祥
瑞
記
事
に
関
連
し
て
 
－
 
」
 
（
『
阪
南
論
集
人
文
・
自
然
 
 

科
学
綿
』
三
二
、
一
九
九
六
年
）
 
は
、
「
番
紀
綱
賽
当
時
、
わ
が
国
 
 

に
お
け
る
祥
瑞
・
災
輿
思
想
に
関
す
る
知
識
は
豊
富
で
あ
り
、
『
賛
 
 

老
令
』
 
の
「
職
員
令
」
中
務
省
・
陰
陽
寮
粂
や
「
僧
尼
令
」
、
「
雉
 
 

令
」
・
秘
密
玄
象
な
ど
の
規
定
を
見
て
も
、
祥
瑞
や
災
輿
の
政
治
的
 
 

意
味
は
理
解
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
が
 
『
大
望
令
』
 
の
規
定
の
ま
ま
 
 

で
は
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
『
費
老
令
』
 
の
撰
定
は
周
知
の
よ
う
に
費
 
 

老
二
 
（
七
山
八
）
 
年
で
あ
り
、
『
番
紀
』
稲
築
当
時
、
祥
瑞
や
災
興
 
 

が
潤
色
に
簡
単
に
は
利
用
で
き
な
い
性
格
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
理
 
 

解
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
」
、
と
判
断
し
た
。
 
 

（
り
ゆ
う
・
け
ん
ぴ
ん
 
筑
波
大
学
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
科
）
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