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（1）

　

本
論
文
は
「
み
こ
と
も
ち
て
」「
よ
さ
し
」
と
い
う
神
道
古
典
に
散
見

さ
れ
る
語
句
を
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』『
続
日
本
紀
宣
命
』『
延
喜
式

祝
詞
』
の
用
例
を
包
括
的
に
検
討
す
る
こ
と
で
そ
の
両
語
の
古
代
に
お
け

る
歴
史
的
・
社
会
的
背
景
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。
用
例

の
検
討
に
従
う
と
「
み
こ
と
も
ち
て
」「
よ
さ
し
」
は
皇
祖
神
で
あ
る
天あ

ま

つ
神か

み

か
ら
の
「
天あ

め
の
し
た下」

統
治
、ま
た
そ
れ
に
付
随
す
る
農
業
な
ど
の
委
託
・

委
任
を
表
現
す
る
際
の
常
套
句
で
あ
り
、「
命
以
」
の
文
章
構
成
の
特
徴

か
ら
そ
れ
は
人
と
人
が
直
接
対
面
し
て
実
際
に
話
さ
れ
た
言
葉
を
直
接

や
り
取
り
す
る
祭
儀
の
場
な
ど
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
と
想
定
さ
れ
る
。
こ

れ
を
突
き
詰
め
れ
ば
「
よ
さ
し
」
と
は
神
と
人
と
の
対た

い

面め
ん

性せ
い

に
そ
の
原
義

と
淵
源
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
神
と
人
と
の
対た

い

面め
ん

性せ
い

と
は
い
わ
ば
神
祭
り
で
あ
り
、
稲
荷
山
鉄
剣
銘
に
記
さ
れ
た
「
治
天
下
」

の
「
天
」
は
天あ

ま

つ
神か

み

の
「
天
」
と
理
論
的
に
想
定
さ
れ
、
天あ

ま

つ
神か

み

か
ら
の

大
王
の
系
譜
と
始
祖
へ
の
祭
祀
、
そ
し
て
「
み
こ
と
も
ち
て
」「
よ
さ
し
」

の
原
型
を
、
五
世
紀
代
ま
で
溯
ら
せ
て
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考

え
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド

　

み
こ
と
も
ち
て　

よ
さ
し　

天あ
ま

つ
神か
み　

天あ
め
の
し
た下　

対た
い

面め
ん

性せ
い

「
み
こ
と
も
ち
て
」
と
「
よ
さ
し
」
に
関
す
る
基
礎
的
考
察

は
じ
め
に

　
「
み
こ
と
も
ち
て
」「
よ
さ
し
」
と
は
神
道
古
典
に
散
見
さ
れ
る
語
句
で
あ
る
。
例
え
ば
『
古
事
記（

１
）』
に
、

塩　

川　

哲　

朗

論　

文　

要　

旨
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於
是
、
天
神
諸
命
以
、
詔
四
伊
耶
那
岐
命
・
伊
耶
那
美
命
二
柱
神
、「
修
二
理
固
三
成
是
多
陀
用
弊
流
之
国
一
」、
賜
二
天
沼
矛
一
而
、
言
依
賜
也
。

と
あ
り
、「
命
以
」
を
「
み
こ
と
も
ち
て
」、「
言
依
」
を
「
こ
と
よ
さ
し
」
な
ど
と
読
ま
れ
て
き
た
。
こ
の
両
語
に
関
す
る
本
格
的
な
研
究
は
賀
茂
真
淵
・
本

居
宣
長
ら
の
古
典
注
釈
研
究
よ
り
始
ま
っ
た
。
本
居
宣
長
は
『
古
事
記
伝（
２
）』
で
「
み
こ
と
も
ち
て
」
を
「
命

ミ
コ
ト
爾ニ

弖テ

（
テ
）
と
云
む
が
如
く
」
と
し
「
こ
と
よ
さ

し
」
に
つ
い
て
は
「
事コ
ト

を
其ノ

人
に
依ヨ

セ

任マ
カ
セて
、
執ト

リ

行オ
コ
ナは
し
む
る
意
な
り
」
と
釈
義
し
た
。

　

こ
の
後
、
多
数
の
研
究
者
に
よ
っ
て
様
々
な
見
解
が
提
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
だ
が
、
そ
の
研
究
の
態
度
・
方
向
性
は
大
き
く
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
一

つ
は
こ
の
両
語
を
い
わ
ば
思
想
的
に
、
普
遍
的
な
意
味
・
意
義
を
持
つ
も
の
と
し
て
解
釈
す
る
方
向
で
あ
る
。
例
え
ば
鈴
木
重
胤
は
『
延
喜
式
祝
詞
講
義（

３
）』
で

「
み
こ
と
も
ち
て
」
に
敷
衍
し
て
日
本
国
家
の
根
本
を
述
べ
、「
よ
さ
し
」
に
つ
い
て
は
「
我
が
為
す
可
き
事
を
人
を
し
て
代
ら
令
る
業
な
る
が
故
に
授
と
は
別

な
り
、
授
は
我
が
任
を
総
て
人
に
附
る
に
て
、
人
に
附
託
る
上
は
我
に
預
ら
ぬ
を
、
依
は
然
ら
ず
、
何
処
迄
も
主
客
の
相
違
こ
そ
有
れ
依
す
る
方
も
依
さ
る
ゝ

方
も
相
離
れ
ぬ
な
り
」
と
し
、
単
な
る
語
釈
的
理
解
よ
り
踏
み
込
ん
だ
理
論
的
・
抽
象
的
な
解
釈
を
施
し
て
い
る
。

　

こ
の
重
胤
の
見
解
に
折
口
信
夫
の
み
こ
と
も
ち
論
を
取
り
込
ん
で
日
本
に
お
け
る
普
遍
的
な
理
論
を
提
示
し
た
の
が
西
田
長
男
で
あ
っ
た
。
折
口
は
「
み
こ

と
も
ち
」
に
つ
い
て
「
此
み
こ
と
も
ち
に
通
有
の
、
注
意
す
べ
き
特
質
は
、
如
何
な
る
小
さ
な
み
こ
と
も
ち
で
も
、
最
初
に
其
み
こ
と
を
発
し
た
も
の
と
、
尠

く
と
も
、
同
一
の
資
格
を
有
す
る
と
言
ふ
事
で
あ
る
。
其
は
、
唱
へ
言
自
体
の
持
つ
威
力
で
あ
っ
て
、
唱
へ
言
を
宣
り
伝
へ
て
ゐ
る
瞬
間
だ
け
は
、
其
唱
へ
言

を
初
め
て
言
ひ
出
し
た
神
と
、
全
く
同
じ
神
に
な
つ
て
了
ふ
の
で
あ
る（
４
）」
と
し
て
い
る
が
、
西
田
は
重
胤
と
折
口
の
論
を
統
合
し
て
「
み
こ
と
も
ち
て―

よ
さ

し
」
論
と
し
、「
依
さ
し
た
も
の
と
依
さ
さ
れ
た
も
の
と
の
間
に
は
、
主
客
の
相
違
が
甄
別
せ
ら
れ
、
そ
う
し
て
主
の
ほ
う
が
重
く
、
客
の
方
が
軽
い
と
せ
ら

れ
る
と
は
い
え
、
こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
も
一
体
で
、
相
離
る
ま
じ
き
も
の
で
あ
る（
５
）」
と
述
べ
る
。

　

こ
の
西
田
長
男
の
論
は
戦
後
の
研
究
に
お
い
て
多
く
引
用
さ
れ（

６
）「
み
こ
と
も
ち
て
」「
よ
さ
し
」
を
論
じ
た
主
要
な
研
究
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し

い
わ
ば
思
想
的
に
こ
の
両
語
を
論
じ
た
研
究
の
多
く
は
西
田
論
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
本
質
論
を
考
え
る
上
で
着
目
す
べ
き
点
が
多
い
が
、
普
遍
性
が
強
す

ぎ
る
嫌
い
が
あ
り
、
具
体
的
な
古
代
の
用
例
に
基
づ
い
て
両
語
の
時
代
的
・
社
会
的
背
景
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

第
二
の
方
向
性
は
主
に
『
古
事
記
』
を
中
心
と
し
た
戦
後
の
国
文
学
的
研
究
で
あ
る（
７
）。
具
体
的
な
『
古
事
記
』
の
用
例
に
基
づ
い
て
実
証
的
に
「
み
こ
と
も
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ち
て
」「
よ
さ
し
」
の
意
味
・
働
き
を
論
じ
た
こ
れ
ら
の
研
究
は
、『
古
事
記
』
と
い
う
作
品
内
に
お
け
る
両
語
の
意
味
・
働
き
を
考
え
る
上
で
大
変
有
効
で
あ

る
が
、『
古
事
記
』
の
成
立
し
た
古
代
と
い
う
時
代
に
お
い
て
普
遍
的
に
通
用
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
は
『
古
事
記
』
以
外
の
用
例
も
含
め
て
包
括
的
な
検
討

が
必
要
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
こ
で
本
論
文
は
『
古
事
記
』
を
始
め
『
続
日
本
紀
宣
命
』『
延
喜
式
祝
詞
』
と
い
っ
た
古
代
の
主
要
な
古
典
に
お
け
る
「
み
こ
と
も
ち
て
」「
よ
さ
し
」
の

用
例
を
包
括
的
に
基
礎
的
に
検
討
す
る
こ
と
で
、「
み
こ
と
も
ち
て
」「
よ
さ
し
」
と
い
っ
た
語
が
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
・
社
会
的
背
景
の
中
で
生
ま
れ
て
き
た

も
の
な
の
か
、
考
察
し
て
み
た
い
と
考
え
る
。
七
世
紀
以
前
に
遡
り
う
る
文
献
史
料
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
た
め
古
代
の
日
本
社
会
を
実
証
的
に
考
察
す
る

こ
と
に
は
限
界
が
あ
る
が
、「
み
こ
と
も
ち
て
」「
よ
さ
し
」
と
い
う
語
の
特
性
を
検
討
す
る
こ
と
で
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
古
代
社
会
の
基
本
的
な
あ
り
方
を
描
き

出
せ
れ
ば
と
思
う
。

一
、
用
例
の
検
討

　

本
論
文
で
は
「
み
こ
と
も
ち
て
」「
よ
さ
し
」
を
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』『
続
日
本
紀
宣
命
』『
延
喜
式
祝
詞
』
を
中
心
に
し
て
考
察
を
行
う
。『
古
事
記
』

『
続
日
本
紀
宣
命（

８
）』『
延
喜
式
祝
詞（

９
）』
の
全
用
例
を
別
表
に
ま
と
め
た
。「
み
こ
と
も
ち
て
」
と
「
よ
さ
し
」
そ
れ
ぞ
れ
の
主
体
と
客
体
、
ま
た
そ
の
内
容
と
思

わ
れ
る
も
の
を
明
示
し
た
。
ま
た
、『
延
喜
式
』
に
は
所
収
さ
れ
て
い
な
い
が
、
参
考
と
し
て
「
中
臣
寿
詞）

10
（

」
の
例
も
付
し
た
。

　
『
古
事
記
』
に
お
い
て
、「
命
以
（
み
こ
と
も
ち
て
）」
の
使
用
は
十
二
例
あ
り
、
別
に
一
例
「
以
〜
之
命
」
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
そ
の

主
体
は
一
例
ず
つ
だ
け
「
大
御
神
」（
伊
耶
那
岐
命
）、「
八
十
神
」
が
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
は
天
神
（
二
例
）、
天
照
大
御
神
・
高
御
産
巣
日
神
（
五
例
、
そ
れ

ぞ
れ
単
独
が
一
例
ず
つ
）、
天
皇
（
二
例
）
と
な
っ
て
お
り
、
天
つ
神
に
「
命
以
」
の
主
体
は
ほ
ぼ
限
定
さ
れ
て
い
る
。

　
『
続
日
本
紀
宣
命
』
に
関
し
て
は
五
例
「
命
以
」
が
存
在
し
、
そ
の
う
ち
一
例
が
「
高
天
原
神
積
坐
皇
親
神
魯
棄
神
魯
美
命
」、
三
例
が
天
皇
、
一
例
が
皇
太

后
で
あ
る
。
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『
延
喜
式
祝
詞
』
と
「
中
臣
寿
詞
」
に
お
い
て
は
十
七
例
「
命
以
」（
一
例
「
御
言
以
」、
寿
詞
で
は
「
命
遠
持
天
」）
が
存
在
し
、
そ
の
主
体
は
六
例
が
天
皇
、

一
例
が
皇
神
（
住
吉
の
神
）
で
あ
り
、残
り
の
十
例
は
「
高
天
原
尓
神
留
坐
皇
睦
神
漏
伎
命
、神
漏
弥
命
」
で
あ
る
（
一
例
「
天
津
神
」
と
言
い
替
え
て
い
る
）。

そ
の
十
例
の
う
ち
の
六
例
は
神
話
（
天
孫
降
臨
）
表
現
に
絡
ん
で
使
用
さ
れ
て
い
る
特
徴
が
あ
り
、
天
皇
が
主
体
と
な
っ
て
い
る
の
は
奉
幣
の
際
の
祝
詞
の
み

で
あ
る
。

　

以
上
か
ら
、「
み
こ
と
も
ち
て
」
の
主
体
は
多
く
天
つ
神
と
天
皇
で
あ
り
、神
話
表
現
に
絡
ん
で
は
ほ
ぼ
天
つ
神
に
集
約
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

天
皇
が
「
み
こ
と
も
ち
て
」
の
主
体
と
な
る
の
は
そ
の
対
象
が
天
皇
の
臣
下
で
あ
る
か
、
神
に
幣
帛
を
捧
げ
る
た
め
に
使
い
が
宣
読
す
る
祝
詞
に
お
い
て
の
み

で
あ
る
。

　
「
よ
さ
し
」
は
『
古
事
記
』
に
は
十
一
例
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
「
言
依
」「
事
依
」「
依
」「
言
因
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
別
に
一
例
「
命
」
と
書
い
て
「
よ
さ

し
」
と
訓
じ
て
い
る
例
が
あ
る
。
そ
の
主
体
は
伊
邪
那
岐
命
が
六
例
、
四
例
が
天
照
大
御
神
・
高
御
産
巣
日
神
、
一
例
ず
つ
「
天
神
」、
天
照
大
御
神
が
存
在

す
る
。「
よ
さ
し
」
に
関
し
て
は
そ
の
内
容
に
統
一
性
が
強
く
、
国
の
修
理
固
成
、
高
天
原
・
夜
の
食
国
・
海
原
の
統
治
、
葦
原
水
穂
国
の
統
治
の
み
で
あ
り
、

い
わ
ば
国
土
の
統
治
に
限
定
さ
れ
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。『
古
事
記
』
に
お
い
て
、
国
の
修
理
固
成
↓
高
天
原
統
治
↓
葦
原
水
穂
国
統
治）

11
（

は
天
孫
降
臨
以
後
、

ま
た
神
武
天
皇
以
降
の
歴
代
天
皇
の
天
下
統
治
（「
治
天
下
」）
に
連
続
し
て
い
く
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
天
皇
の
天
下
統
治
の
由
来
、
な
い
し
は
根
源
を
示
す

際
に
用
い
ら
れ
る
と
言
っ
て
良
い
。
ま
た
『
古
事
記
』
に
お
い
て
注
意
す
べ
き
は
、「
み
こ
と
も
ち
て
」
の
使
用
は
上
巻
と
神
武
記
の
み
で
、「
よ
さ
し
」
に
至
っ

て
は
上
巻
の
み
に
し
か
見
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。『
古
事
記
』
は
「
み
こ
と
も
ち
て
」「
よ
さ
し
」
の
使
用
を
神
世
界
の
中
に
限
っ
て
い
る
と
言
え
、
そ
こ
か

ら
こ
の
両
語
が
神
と
の
強
い
接
近
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
る）
12
（

。

　
『
続
日
本
紀
宣
命
』
に
お
け
る
「
よ
さ
し
」
に
お
い
て
も
、
そ
の
内
容
は
第
五
十
一
詔
を
除
い
て
天
皇
の
天
下
統
治
に
関
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
し
か

も
宣
命
に
関
し
て
は
「
よ
さ
し
」
の
主
体
が
天
の
神
、
客
体
は
天
皇
で
統
一
さ
れ
（
第
五
十
一
詔
を
除
く
）、
ま
さ
に
天
皇
の
天
下
統
治
の
由
来
と
そ
の
正
当

性
を
示
す
際
の
文
言
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
傾
向
は
『
延
喜
式
祝
詞
』
に
お
い
て
も
顕
著
で
あ
る
と
言
え
る
。
祝
詞
に
お
け
る
「
よ
さ
し
」
の
内
容
は
、「
御
年
」・「
八
十
嶋
」・「
四
方
国
」（
祈
年

祭
）、
皇
孫
の
天
下
統
治
・
天
降
り
（
大
殿
祭
・
大
祓
・
鎮
火
祭
・
遷
却
祟
神
詞
）、「
天
都
詞
太
詞
事
」（
鎮
火
祭
）、「
天
玉
櫛
」・「
天
都
水
」（
中
臣
寿
詞
）
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な
ど
と
な
っ
て
い
る
。
祈
年
祭
・
月
次
祭
以
外
の
諸
祭
に
お
け
る
「
よ
さ
し
」
は
ほ
ぼ
全
て
天
下
統
治
な
い
し
は
天
孫
降
臨
神
話
と
関
連
し
た
表
現
に
際
し
て

使
用
さ
れ
て
い
る
。

　
「
み
こ
と
も
ち
て
」
と
「
よ
さ
し
」
を
伴
う
も
の
は
『
古
事
記
』
に
五
例
、『
続
日
本
紀
宣
命
』
に
一
例
、『
延
喜
式
祝
詞
』
と
「
中
臣
寿
詞
」
に
四
例
見
る

こ
と
が
で
き
る
。
両
者
は
必
ず
し
も
相
伴
っ
て
使
用
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、両
者
が
伴
う
際
は
天
下
統
治
か
天
孫
降
臨
神
話
に
関
連
す
る
表
現
、

伊
耶
那
岐
命
・
伊
耶
那
美
命
へ
の
修
理
固
成
、
三
貴
子
へ
の
分
治
の
み
で
あ
り
、
宣
命
と
祝
詞
に
限
っ
て
は
天
皇
の
天
下
統
治
・
天
孫
降
臨
神
話
に
関
連
す
る

表
現
の
み
で
あ
る
。

　
「
み
こ
と
も
ち
て
」
の
表
記
は
ほ
ぼ
「
命
以
」
で
動
か
な
い
が
、「
よ
さ
し
」
の
表
記
に
関
し
て
は
、
宣
命
は
「
依
之
」「
与
佐
斯
」「
言
依
」「
事
依
」「
任
之
」、

祝
詞
は
「
依
左
志
」「
依
志
」「
寄
」「
寄
志
」「
寄
志
」「
依
志
」「
言
寄
」「
事
依
」「
事
寄
」「
所
寄
」「
依
」
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。『
古
事
記
』
で
は
「
こ
と
よ
さ
し
」

で
ほ
ぼ
統
一
さ
れ
て
い
る
が
、
宣
命
、
祝
詞
で
は
「
こ
と
よ
さ
し
」
と
「
よ
さ
し
」
は
混
用
さ
れ
（
大
祓
・
鎮
火
祭
・
中
臣
寿
詞
で
は
同
一
祝
詞
中
に
両
例
が

見
ら
れ
る
）、そ
の
「
よ
さ
し
」
の
主
体
・
内
容
も
「
よ
さ
し
」
と
「
こ
と
よ
さ
し
」
で
違
い
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。「
こ
と
よ
さ
し
」
の
「
こ
と
」
が
ど
う
い
っ

た
意
味
・
働
き
を
持
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
が）
13
（

、
用
例
の
全
体
的
な
把
握
か
ら
す
る
と
「
よ
さ
し
」
と
「
こ
と
よ
さ
し
」
は
同
義
の
語
で
あ
り
、

両
者
は
基
本
的
に
通
用
さ
れ
て
い
た
と
み
て
良
い
だ
ろ
う
。

　

以
上
を
総
合
す
る
と
、「
よ
さ
し
」
は
皇
祖
神
で
あ
る
天
つ
神
か
ら
の
「
豊
葦
原
水
穂
国
」
な
ど
と
称
さ
れ
る
天
皇
の
天
下
統
治
な
い
し
は
そ
れ
に
付
随
す

る
表
現
（
穀
物
、
国
）
に
限
定
さ
れ
る
が
、「
み
こ
と
も
ち
て
」
は
「
よ
さ
し
」
に
比
べ
れ
ば
や
や
広
い
範
囲
で
使
用
さ
れ
て
い
る
（
天
皇
か
ら
臣
下
に
対
す

る
も
の
や
奉
幣
）。
し
か
し
両
者
と
も
そ
の
主
流
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
天
皇
の
天
下
統
治
や
そ
の
由
来
と
な
る
神
話
に
関
連
し
た
も
の
で
あ
り
、
両
者
が
相

伴
う
も
の
は
そ
の
表
現
に
限
定
さ
れ
る
。
つ
ま
り
「
み
こ
と
も
ち
て
」「
よ
さ
し
」
と
は
皇
祖
神
か
ら
天
皇
へ
の
天
下
統
治
の
委
託
・
委
任
を
表
現
す
る
常
套

句
で
あ
り
、
そ
れ
は
天
皇
の
天
下
統
治
の
正
統
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、『
古
事
記
』『
続
日
本
紀
宣
命
』『
延
喜
式
祝
詞
』
を
通
底
し
て
い
る

と
言
っ
て
良
い
。

　

次
に
「
み
こ
と
も
ち
て
」「
よ
さ
し
」
の
文
章
の
特
徴
で
あ
る
が
、「
Ａ
の
み
こ
と
を
も
っ
て
、
Ａ
が
〜
よ
さ
す
」
と
い
う
文
章
構
成
に
多
く
の
場
合
な
っ
て

い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
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天
照
大
御
神
・
高
木
神
之
命
以
、
詔
二
太
子
正
勝
吾
勝
ゝ
速
日
天
忍
穂
耳
命
一
、「
今
、
平
二
訖
葦
原
中
国
一
之
、
白
。
故
、
隨
二
言
依
賜
一
降
坐
而
知
看
。」。

（『
古
事
記
』）

　
　

 （
天
照
大
御
神
・
高
木
神
の
み
こ
と
を
も
っ
て
、（
天
照
大
御
神
・
高
木
神
が
）
天
忍
穂
耳
命
に
詔
す
る
に
は
、（
天
照
大
御
神
・
高
木
神
が
）
こ
と
よ
さ

し
た
よ
う
に
葦
原
中
国
を
治
め
よ
）

　
　

　
　

高
天
原
神
積
坐
皇
親
神
魯
棄
神
魯
美
命
以
吾
孫
乃
命
乃
将
知
食
国
天
下
止
言
依
奉
乃
隨
（『
続
日
本
紀
宣
命
』
第
十
四
詔
）

　
　
（
天
つ
神
の
み
こ
と
を
も
っ
て
、
天
つ
神
の
孫
に
天
下
を
お
さ
め
よ
と
、（
天
つ
神
が
）
こ
と
よ
さ
し
た
）

　
　

高
天
原
尓
神
留
坐
、
皇
親
神
漏
義
神
漏
美
能
命
持
弖
、
皇
御
孫
命
波
、
豊
葦
原
能
水
穂
国
乎
、
安
国
止
平
久
所
知
食
止
、（『
延
喜
式
祝
詞
』
鎮
火
祭
）

　
　
（
天
つ
神
の
み
こ
と
を
も
っ
て
、（
天
つ
神
が
言
う
に
は
）
豊
葦
原
水
穂
の
国
を
治
め
よ
）

例
え
ば
以
上
三
例
は
概
ね
「
天
つ
神
の
命
を
以
て
、
御
子
・
皇
孫
に
天
下
統
治
を
依
任
す
る
」
と
い
う
意
味
だ
が
、「
よ
さ
し
」
に
関
し
て
は
特
に
明
示
は
し

て
い
な
い
も
の
の
「
み
こ
と
も
ち
て
」「
よ
さ
し
」
両
者
と
も
そ
の
主
体
は
「
天
つ
神
」
で
あ
る
。
厳
密
に
訳
せ
ば
、「
天
つ
神
の
命
に
従
い
、（
天
つ
神
が
詔

す
る
に
は
）
天
つ
神
が
御
子
・
皇
孫
に
天
下
統
治
を
委
託
す
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
傾
向
は
『
古
事
記
』
上
巻
と
神
武
記
の
一
例
（
高
倉
下
の
夢
に

天
照
大
神
・
高
木
神
が
出
て
き
た
際
の
「
命
以
」）
を
通
底
し
て
お
り
、
祝
詞
・
宣
命
に
お
い
て
も
、
天
つ
神
の
「
命
以
」「
よ
さ
し
」
の
場
合
は
、
必
ず
以
上

の
語
構
成
（
主
体
が
重
複
し
て
い
く
）
に
な
っ
て
い
る
。

　

一
般
的
に
、「
〜
の
命
を
も
っ
て
・
・
・
・
す
る
」
と
言
っ
た
場
合
、「
〜
の
命
」
の
主
体
者
と
、「
・
・
・
・
」
の
主
体
者
と
は
、
別
々
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。

例
え
ば
、
神
武
記
の
残
る
二
例
の
場
合
、
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天
神
御
子
之
命
以
、
饗
賜
二
八
十
建
一
。

　
　
（
天
つ
神
の
御
子
の
み
こ
と
を
も
っ
て
、（
八
十
膳
夫
が
）
八
十
建
に
饗
を
賜
わ
せ
た
）

　
　

大
久
米
命
以
二
天
皇
之
命
一
、
詔
二
其
伊
須
気
余
理
比
売
一
之
時
、

　
　
（
天
皇
の
み
こ
と
を
も
っ
て
、
大
来
目
命
が
イ
ス
ケ
ヨ
リ
ヒ
メ
に
詔
り
し
時
）

と
な
っ
て
お
り
、「
Ａ
の
命
を
も
っ
て
、
Ｂ
が
〜
す
る
」　

と
い
う
よ
う
に
、
天
皇
の
命
に
よ
っ
て
そ
の
配
下
が
事
を
行
う
、
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
こ

ち
ら
の
ほ
う
が
「
命
」
を
与
え
る
主
体
者
と
そ
の
命
を
負
い
持
つ
「
み
こ
と
も
ち
」
が
「
命
」「
以
」
を
は
さ
ん
で
別
々
に
一
度
ず
つ
登
場
す
る
か
ら
、
文
章

の
構
成
的
に
は
筋
が
通
る
。
こ
れ
以
外
の
用
例
は
概
ね
「
Ａ
の
命
を
も
っ
て
、Ａ
が
〜
す
る
（
Ａ
が
よ
さ
す
）」
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
お
り
、こ
こ
で
の
「
以
」

を
「
〜
で
」「
〜
に
よ
っ
て
」
と
い
う
意
味
に
と
る
と
、「
Ａ
の
命
に
よ
っ
て
Ａ
が
〜
す
る
」
と
い
う
意
味
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
坂
根

誠
氏
が
「
即
ち
、
こ
こ
に
は
、
そ
の
「
仰
せ
」
を
伝
達
す
る
存
在
が
想
定
さ
れ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か）
14
（

」
と
指
摘
し
て
い
る
と
お
り
、
神
の
命

を
伝
達
す
る
第
三
者
の
存
在
を
暗
に
前
提
と
し
た
語
構
成
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。「
神
の
命
は
以
下
で
あ
る
、
神
は
〜
を
依
任
な
さ
っ
た
」
と
「
み

こ
と
」
の
伝
達
者
が
そ
の
「
み
こ
と
」
を
人
に
伝
え
て
い
る
場
に
お
い
て
こ
そ
「
命
」
と
「
よ
さ
し
」
の
主
体
が
同
一
の
存
在
と
す
る
語
構
成
に
な
る
の
で
あ

る
。
で
な
け
れ
ば
、「
〜
の
み
こ
と
を
も
っ
て
」
実
際
に
行
動
す
る
の
は
そ
の
「
〜
」
の
命
を
受
け
た
者
な
の
だ
か
ら
、
神
武
記
の
二
例
の
通
り
の
語
構
成
に

な
る
で
あ
ろ
う
。
特
に
神
武
記
最
後
の
例
は
「
以
」
と
「
命
」
が
分
離
し
て
お
り
、『
古
事
記
』
上
巻
の
「
命
以
」
と
は
そ
の
語
構
成
も
性
質
も
類
似
の
も
の

と
は
言
い
が
た
い
。

　

神
の
命
を
「
負
い
持
つ
」
者
は
、「
み
こ
と
も
ち
」
と
表
現
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
「
み
こ
と
も
ち
」
と
は
、
ま
さ
に
、
口
頭
で
唱
え
ら
れ
た
「
み
こ
と
」

を
「
負
い
持
」
っ
て
別
の
者
に
伝
達
す
る
存
在
で
あ
り
、
で
あ
る
か
ら
『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
、「
国
司
」
や
「
宰
」
と
い
っ
た
語
が
「
み
こ
と
も
ち
」（
こ

の
場
合
は
天
皇
の
命
を
負
い
持
つ
派
遣
官
）
と
訓
ぜ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
そ
の
「
み
こ
と
も
ち
」
が
「
み
こ
と
」
を
負
い
持
つ
「
場
」
が
「
命
以
（
み
こ
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と
も
ち
て
）」
の
場
と
し
て
表
現
さ
れ
て
き
た
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か）

15
（

。
つ
ま
り
「
〜
命
以
・
・
・
・
」
と
い
う
構
文
は
、「
み
こ
と
も
ち
」
で
あ
る

対
象
者
に
「
み
こ
と
」
を
与
え
る
際
の
神
事
的
・
儀
式
的
な
「
場
」
の
表
現
を
し
た
も
の
で
あ
り
、「
み
こ
と
も
ち
て
」「
よ
さ
し
」
の
章
句
を
神
の
「
み
こ
と

も
ち
」
な
い
し
は
祭
祀
者
が
神
の
「
み
こ
と
」
を
「
み
こ
と
」
の
対
象
者
に
伝
え
る
場
を
想
起
し
た
時
「
神
の
み
こ
と
を
も
っ
て
神
が
よ
さ
す
」
と
い
う
文
章

構
成
は
自
然
な
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。「
み
こ
と
も
ち
て
」「
よ
さ
し
」
は
、そ
の
「
命
以
」
の
文
章
構
成
の
特
質
性
か
ら
「
み
こ
と
」
を
口
頭
で
伝
達
す
る
「
場
」

か
ら
生
ま
れ
て
き
た
も
の
と
想
定
で
き
る
。

　

次
に
『
日
本
書
紀
』
の
用
例
の
検
討
を
行
い
た
い
。

　
「
み
こ
と
も
ち
て
」
と
い
う
表
現
は
『
日
本
書
紀
』
に
は
出
て
こ
な
い
。
書
紀
で
一
番
近
い
表
現
は
大
化
元
年
と
三
年
の
詔
勅
の
「
惟
神
」
と
「
随
天
神
之
」

で
あ
り
、
前
者
は
『
続
日
本
紀
宣
命
』
に
散
見
さ
れ
る
。

　
『
日
本
書
紀
』
の
古
訓
で
「
よ
さ
す
」
と
読
ん
で
い
る
字
は
「
任
」「
拝
」「
封
」「
寄
」「
命
」
な
ど
が
あ
り
、
適
時
「
よ
さ
す
」
や
「
ま
け
る
」
な
ど
と
よ

ま
れ
て
き
た）
16
（

。
以
下
、「
委
託
・
委
任
」
の
意
味
で
使
用
さ
れ
、「
よ
さ
し
」
と
の
和
訓
が
付
さ
れ
た
も
の
の
内
訳
を
あ
げ
る）
17
（

。

　
「
任
」
は
33
例
中
17
例
が
「
ヨ
サ
ス
」（
う
ち
４
例
が
神
代
巻
）、８
例
が
「
マ
ク
」、２
例
「
メ
ス
」、１
例
「
ア
ヅ
ク
」、１
例
「
タ
ヘ
ル
」、１
例
「
ツ
カ
サ
」。

　
「
封
」
は
29
例
中
22
例
（
ほ
ぼ
す
べ
て
）「
ヨ
サ
ス
」
と
よ
む
。

　
「
拝
」
は
21
例
中
３
例
が
「
ヨ
サ
ス
」、「
マ
ク
」
が
３
例
、「
サ
ダ
ム
」
が
１
例
、「
メ
ス
」
が
12
例
。

　
「
寄
」
は
４
例
中
２
例
が
「
ヨ
サ
ス
」
で
、
両
者
と
も
大
化
詔
勅
。

　
「
命
」
は
漢
籍
に
お
け
る
「
天
命
」
の
和
訓
で
「
ア
マ
ツ
ヨ
サ
シ
」
が
２
例
。

　

別
の
和
語
の
訓
が
併
記
さ
れ
て
い
る
箇
所
は
「
任
」
で
４
例
、「
封
」
で
１
例
あ
る
。

　
『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
「
よ
さ
し
」
と
和
訓
さ
れ
て
い
る
も
の
は
様
々
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
使
用
さ
れ
て
お
り
、
舒
明
天
皇
即
位
前
紀
の
「
天
下
大
任
」

（「
あ
め
の
し
た
は
お
お
い
な
る
よ
さ
し
な
り
」）
な
ど
の
よ
う
に
、
天
下
統
治
を
意
味
す
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
皇
子
や
臣
下
に
地
方
統
治
や
職
な
ど
を
委
託
、

任
命
す
る
も
の
も
多
い
。「
マ
ケ
」
と
い
う
読
み
が
「
ヨ
サ
ス
」
と
混
用
さ
れ
て
い
る
の
も
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
書
紀
の
和
訓
に
従
え
ば
、「
ま
け
」
も
「
よ

さ
し
」
も
似
通
っ
た
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
た
と
み
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
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だ
が
『
日
本
書
紀
』
の
訓
は
後
代
の
人
々
が
漢
文
に
つ
け
た
も
の
で
あ
り
、
同
時
代
、
ま
た
は
そ
れ
以
前
か
ら
そ
う
読
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
保
障
す
る
も
の

で
は
な
い
。
築
島
裕
氏
は
、

　　
『
日
本
書
紀
』
の
撰
述
は
、
中
國
の
『
史
記
』
な
ど
の
歴
史
書
を
模
倣
し
て
製
作
し
た
も
の
で
、
原
則
と
し
て
正
規
の
漢
文
で
綴
ら
れ
た
史
書
で
、
多
分
に

對
外
的
な
意
識
の
表
現
で
あ
つ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
本
文
の
讀
み
方
は
、
當
初
は
、
或
る
場
合
に
は
漢
字
音
で
中
國
語
と
し
て
音
讀
し
、
或
る
場

合
に
は
國
語
と
し
て
訓
讀
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。「
少
女
、
此
云
烏
等
咩
」
の
よ
う
な
注
文
が
、
本
文
の
中
に
随
所
に
注
記
さ
れ
て
ゐ
て
、「
少
女
」
は
漢
字
音

で
「
セ
ウ
ヂ
ヨ
」
と
讀
み
、「
此
云
烏
等
咩
」
を
「
コ
コ
（
日
本
）
ニ
ハ
、
ヲ
ト
メ
ト
イ
フ
」
と
讀
ん
だ
こ
と
は
、
本
文
を
字
音
で
讀
ん
で
ゐ
た
こ
と
を
前
提

と
し
て
初
め
て
理
解
さ
れ
る
（
中
略
）『
日
本
書
紀
』
訓
讀
の
最
大
の
特
徴
は
、
全
文
が
殆
ど
和
訓
だ
け
で
讀
ま
れ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
っ
て
（
中
略
）『
日
本
書

紀
』
の
場
合
に
は
、
古
事
記
と
は
全
く
狀
況
が
異
な
り
、
本
來
、
正
式
の
漢
文
で
綴
ら
れ
た
書
を
、
後
人
が
懸
命
に
和
風
に
訓
讀
し
た
と
い
ふ
の
が
眞
相
で
あ

ら
う）

18
（と

述
べ
、『
日
本
書
紀
』
は
漢
文
と
し
て
読
ま
れ
る
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
撰
述
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
撰
述
直
後
か
ら
日
本
語
に
訓
読
し
た
と
言
う
。『
日

本
書
紀
』
の
古
訓
と
は
、
い
わ
ば
日
本
語
へ
の
翻
訳
で
あ
り
、
字
句
を
そ
の
ま
ま
読
ん
だ
も
の
で
は
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。『
日
本
書
紀
』
の
用
例
は

ほ
ぼ
総
じ
て
、
必
ず
「
よ
さ
す
」「
ま
け
る
」
な
ど
の
訓
に
限
定
し
て
訓
ま
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
と
文
献
そ
の
も
の
か
ら
は
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
ず
、
訓

み
て
の
恣
意
に
よ
っ
て
様
々
に
訓
が
変
化
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
例
え
ば
皇
極
紀
二
年
十
月
条
「
遂
詔
国
司
如
前
所
勅
。
更
無
改
換
。
宜
之
厥
任
慎
爾
所
治
」

の
「
任
」
を
、『
日
本
書
紀
』
の
訓
点
が
つ
い
た
最
古
の
写
本
（
本
文
は
平
安
中
期
頃
）
で
あ
る
京
都
国
立
博
物
館
蔵
の
東
洋
文
庫
岩
崎
文
庫
旧
蔵
本）
19
（

に
は
、「
任
」

の
字
の
右
側
に
薄
い
朱
筆
で
「
マ
ケ
給
ヘ
ル
ト
コ
ロ
」
と
あ
り
、
左
側
に
太
い
墨
筆
で
「
マ
ケ
タ
マ
ヘ
ル
ト
コ
ロ
」
と
あ
る
が
、「
任
」
の
字
と
右
側
の
朱
仮

名
の
間
に
細
い
墨
筆
で
「
ヨ
サ
シ
ト
コ
ロ
ニ
」
と
あ
り
、
時
代
に
よ
る
訓
の
揺
ら
ぎ
を
確
認
で
き
る
。
日
本
書
紀
の
訓
の
段
階
に
お
い
て
は
、
マ
ケ
も
メ
ス
も

ヨ
サ
シ
も
同
列
に
任
命
と
い
う
意
味
で
扱
わ
れ
て
お
り
、つ
ま
り
、上
代
の
任
命
一
般
の
語
と
し
て
の
「
よ
さ
し
」
と
い
う
普
遍
性
を
持
っ
た
言
語
観
念
が
『
日

本
書
紀
』
の
訓
に
は
内
在
し
て
い
る
と
言
え
る
。
つ
ま
り
、
任
命
す
る
と
い
う
意
味
で
の
「
任
」「
封
」「
拝
」
な
ど
と
い
う
漢
字
の
使
用
と
、「
よ
さ
す
」
と
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い
う
語
の
使
用
は
別
の
場
で
生
ま
れ
た
も
の
と
考
え
た
ほ
う
が
妥
当
で
あ
り
、
そ
れ
は
漢
字
で
表
記
す
る
文
字
表
現
の
場
と
、
声
に
出
し
て
唱
え
る
語
り
の
場

で
あ
る
。
語
り
と
は
祝
詞
に
代
表
さ
れ
、
漢
字
表
現
と
は
『
日
本
書
紀
』
で
あ
り
、
語
り
と
文
字
と
を
混
交
さ
せ
た
の
が
『
古
事
記
』
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
視
点
は
冒
頭
に
引
用
し
た
鈴
木
重
胤
の
い
う
「
よ
さ
し
」
と
「
授
く
」
は
違
う
、と
い
う
指
摘
の
検
証
に
応
用
で
き
る
。「
よ
さ
し
」
と
「
授
く
」
は
『
日

本
書
紀
』
と
『
続
日
本
紀
宣
命
』
に
お
い
て
両
者
は
混
用
さ
れ
て
い
る
。

『
日
本
書
紀
』
神
武
天
皇
即
位
前
紀

　
　

昔
我
天
神
。
高
皇
産
霊
尊
。
大
日
孁
尊
。
挙
二
此
豊
葦
原
瑞
穂
国
一
而
授
二
我
天
祖
彦
火
瓊
瓊
杵
尊
一
。

『
続
日
本
紀
』
文
武
天
皇
元
年
八
月
庚
辰
（
第
一
詔
）

　
　

 

天
都
神
乃
御
子
隨
母
天
坐
神
之
依
之
奉
之
隨
此
天
津
日
嗣
高
御
座
之
業
止
現
御
神
止
大
八
嶋
国
所
知
倭
根
子
天
皇
命
授
賜
比
負
賜
布
貴
支
高
支
広
支
厚
支
大
命
乎
受

賜
利
恐
坐
弖

　

こ
こ
で
使
わ
れ
て
い
る
「
授
」
は
、『
古
事
記
』
や
『
延
喜
式
祝
詞
』
に
お
い
て
「
言
依
」「
依
」
な
ど
の
語
で
天
下
の
国
土
統
治
な
ど
を
「
よ
さ
す
」
用
例

に
相
当
す
る
意
味
内
容
で
あ
る
。『
続
日
本
紀
宣
命
』
の
文
武
元
年
に
至
っ
て
は
、
明
確
に
「
よ
さ
し
」
と
「
授
（
さ
ず
く
）」
を
ほ
ぼ
同
じ
用
法
で
混
用
し
て

い
る
。
こ
の
こ
と
は
西
田
長
男
も
、「
中
国
思
想
の
影
響
に
よ
る
言
語
情
緒
の
変
化
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
し
、
こ
の
先
蹤
が
『
日
本
書
紀
』
に
見
え

る
と
し
て
い
る）
20
（

。

　

こ
の
「
よ
さ
し
」
と
「
授
」
の
混
用
は
、『
古
事
記
』『
延
喜
式
祝
詞
』
に
は
認
め
ら
れ
ず
、
こ
の
二
つ
の
古
典
に
お
い
て
は
重
胤
の
指
摘
は
通
用
す
る
。
が

『
日
本
書
紀
』
と
『
続
日
本
紀
』
に
お
い
て
は
も
は
や
「
よ
さ
す
」
も
「
さ
ず
く
」
も
「
依
」
や
「
授
」
や
「
拝
」
な
ど
の
漢
字
と
共
に
、
委
任
・
任
命
の
意

で
い
っ
し
ょ
く
た
に
使
用
さ
れ
て
い
る
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
漢
字
と
い
う
文
字
（
い
わ
ば
よ
り
普
遍
性
を
持
っ
た
「
こ
と
ば
」、
そ
れ
は
実
際
に
話

さ
れ
た
「
こ
と
ば
」
と
い
う
空
間
的
に
物
理
的
に
時
間
的
に
限
定
さ
れ
た
も
の
と
は
違
い
、
よ
り
概
念
的
に
よ
り
観
念
的
に
物
事
を
思
考
さ
せ
る
）
の
使
用
と
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声
で
話
さ
れ
た
和
語
と
の
接
合
に
よ
っ
て
、「
委
任
」
と
い
う
観
念
が
先
行
し
、
そ
の
観
念
に
文
字
を
あ
て
は
め
た
結
果
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
委
任
や

任
命
と
い
う
普
遍
的
な
意
味
か
ら
す
れ
ば
、「
よ
さ
し
」
も
「
さ
ず
く
」
も
「
依
」
や
「
拝
」
も
ほ
と
ん
ど
違
い
は
な
い
。
逆
に
実
際
に
話
さ
れ
た
こ
と
ば
と

し
て
の
「
よ
さ
し
」
は
普
遍
的
な
任
命
と
い
う
意
味
に
必
ず
し
も
収
斂
せ
ず
、
そ
の
実
際
に
話
さ
れ
た
場
や
状
況
と
不
可
離
で
あ
り
、
そ
の
話
さ
れ
た
瞬
間
の

み
に
し
か
存
在
せ
ず
、「
よ
さ
し
」
と
連
関
し
た
こ
と
ば
と
状
況
の
記
憶
の
中
に
し
か
残
ら
な
い
。
こ
の
違
い
は
「
声
の
文
化
」
か
ら
「
文
字
の
文
化
」
へ
の

移
行
を
背
景
に
持
つ
。
で
あ
る
か
ら
、
文
字
に
よ
る
歴
史
の
表
現
で
あ
る
国
史
と
声
に
よ
る
言
葉
の
語
り
で
あ
る
祝
詞
で
、
こ
と
ば
の
使
用
法
に
違
い
が
生
じ

る
の
で
あ
る
。
宣
命
も
基
本
は
声
に
よ
る
語
り
の
文
化
で
は
あ
る
が
、
律
令
と
い
う
文
字
に
よ
る
国
家
統
治
を
開
始
し
た
七
世
紀
末
以
降
に
お
い
て
は
、
声
で

唱
え
た
言
葉
の
記
憶
に
加
え
て
文
字
で
書
く
と
い
う
行
為
、
ま
た
文
字
で
書
か
れ
た
文
章
を
読
み
あ
げ
る
と
い
う
行
為
か
ら
の
影
響
が
そ
の
言
葉
づ
か
い
に
質

的
変
化
を
も
た
ら
し
て
い
た
と
想
定
さ
れ
る
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
祝
詞
に
も
影
響
を
与
え
た
は
ず
で
あ
る
が
、『
延
喜
式
祝
詞
』
に
お
い
て
「
よ
さ
し
」
と
「
さ

ず
く
」
が
混
用
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
祭
祀
の
場
に
お
け
る
定
型
句
の
記
憶
の
強
さ
、
神
祭
り
に
お
け
る
「
よ
さ
し
」
の
神
聖
性
、
ま
た
強
い
口
頭
性
を
物

語
っ
て
い
る
と
も
思
わ
れ
る
。
昔
か
ら
今
ま
で
、
祝
詞
は
、
ま
さ
に
声
に
よ
る
言
葉
の
文
化
な
の
で
あ
る
。

二
、「
み
こ
と
も
ち
て
」「
よ
さ
し
」
の
社
会
的
背
景

　

Ｗ-

Ｊ
・
オ
ン
グ
は
、
そ
の
著
書
『
声
の
文
化
と
文
字
の
文
化）

21
（

』
で
、「
声
の
文
化
」
の
特
徴
を
的
確
に
指
摘
し
て
い
る
。

　
「
声
の
文
化
に
属
す
る
〔
人
び
と
の
〕
認
識
世
界noetic w

orld

な
い
し
思
考
の
世
界
の
全
体
が
、
そ
う
し
た
き
ま
り
文
句
的
な
思
考
の
組
み
立
て
に
頼
っ

て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
と
ば
が
も
っ
ぱ
ら
声
で
あ
る
よ
う
な
文
化
に
お
い
て
は
、
い
っ
た
ん
獲
得
し
た
知
識
は
、
忘
れ
な
い
よ
う
に
絶
え
ず
反
復
し
て
い
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
知
恵
を
は
た
ら
か
す
た
め
に
も
、
そ
し
て
ま
た
効
果
的
に
も
の
ご
と
を
処
理
す
る
た
め
に
も
、
固
定
し
、
型
に
し
た
が
っ
た
思
考
パ
タ
ー

ン
が
ど
う
し
て
も
欠
か
せ
な
か
っ
た
」

　
「
す
べ
て
の
音
声
、
と
り
わ
け
口
頭
で
の
発
話
は
、
生
体
の
内
部
か
ら
発
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、「
力
動
的dynam

ic

」
な
の
で
あ
る
」
こ
こ
で
は
こ
と
ば

は
魔
術
的
で
、名
前
は
札
の
よ
う
な
あ
る
種
の
記
号
な
ど
で
は
な
く
、も
の
に
力
を
吹
き
込
む
こ
と
で
あ
る
。
逆
に
「
活
字
に
深
く
毒
さ
れ
て
い
る
人
び
と
」
は
、
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こ
と
ば
が
力
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
、こ
と
ば
を
「
あ
る
平
面
上
に
「
な
げ
だ
さ
れ
た
」
モ
ノ
の
よ
う
に
考
え
る
傾
向
」
が
あ
り
、

そ
こ
で
は
そ
う
い
っ
た
モ
ノ
は
、「
根
本
的
な
意
味
で
は
、
死
ん
で
い
る
」。

　

オ
ン
グ
は
主
に
西
洋
文
化
の
枠
の
中
で
語
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
日
本
に
お
け
る
『
古
事
記
』
な
ど
に
所
収
さ
れ
た
古
伝
承
や
『
延
喜
式
祝
詞
』

と
通
底
す
る
特
徴
で
あ
る
。
日
本
の
神
名
は
例
え
ば
「
天
迩
岐
志
国
迩
岐
志
天
津
日
高
日
子
番
能
迩
迩
芸
命
」（『
古
事
記
』）
の
よ
う
に
そ
れ
自
体
で
言
祝
ぎ

の
こ
と
ば
で
あ
る
。
う
け
い
神
話
や
天
の
石
屋
戸
神
話
や
歌
謡
、
祝
詞
な
ど
は
、
韻
律
的
で
対
句
的
で
相
似
的
な
フ
レ
ー
ズ
の
連
続
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
伝
承
や
詞
章
が
、
声
に
よ
っ
て
の
み
伝
え
ら
れ
て
き
た
時
代
の
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
そ
の
表
現
は
、
語
る
時
代
や
発
話

す
る
人
に
よ
っ
て
変
化
・
変
更
し
て
き
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
文
字
と
な
っ
て
記
録
さ
れ
た
と
き
に
、
そ
れ
ら
の
こ
と
ば
は
空
間
に
と
ど
め
ら
れ
、
記
録
さ

れ
た
と
き
そ
の
ま
ま
の
形
で
保
存
さ
れ
た
。
そ
れ
が
『
古
事
記
』
や
『
延
喜
式
祝
詞
』
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
祭
式
に
お
い
て
も
同
じ
こ
と
で
あ
ろ
う
。

文
字
の
な
か
っ
た
時
代
か
ら
祭
儀
は
声
と
動
作
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
「
式
」
は
主
に
記
憶
の
な
か
に
あ
り
、
そ
れ
は
祭
祀
を
斎
行
す
る
た
び
に

思
い
出
さ
れ
、
再
現
さ
れ
て
き
た
。『
貞
観
儀
式
』
や
『
延
喜
式
』
で
み
ら
れ
る
祭
祀
や
儀
式
は
、
あ
る
一
定
の
共
通
し
た
や
り
方
を
も
っ
て
お
り
、
祭
祀
そ

れ
ぞ
れ
の
特
徴
は
あ
る
も
の
の
、
祭
式
は
祝
詞
式
と
同
じ
く
相
似
的
で
反
復
的
で
型
に
は
ま
っ
た
動
作
に
よ
っ
て
秩
序
付
け
ら
れ
組
織
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ

に
は
文
字
が
な
か
っ
た
時
代
か
ら
の
人
々
の
想
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

オ
ン
グ
は
、「
話
さ
れ
る
こ
と
ば
は
、
音
〔
音
声
〕
と
い
う
物
理
的
な
状
態
に
お
い
て
は
、
人
間
の
内
部
か
ら
生
じ
、〔
そ
れ
ゆ
え
に
〕
人
間
ど
う
し
を
た
が

い
に
意
識
を
も
っ
た
内
部
、
つ
ま
り
人
格person

と
し
て
現
れ
さ
せ
る
。
そ
の
ゆ
え
に
、
話
さ
れ
る
こ
と
ば
は
、
人
び
と
を
か
た
く
結
ば
れ
た
集
団
に
か
た

ち
づ
く
る
。
一
人
の
話
し
手
が
聴
衆
に
話
し
か
け
て
い
る
と
き
、
聴
衆
は
、
ふ
つ
う
、
か
れ
ら
の
あ
い
だ
で
、
ま
た
、
話
し
手
と
の
あ
い
だ
に
お
い
て
も
、
一

体
と
な
っ
て
い
る
」
と
言
う
。

　

こ
れ
は
つ
ま
り
、
声
に
よ
っ
て
発
せ
ら
れ
た
こ
と
ば
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
文
化
に
お
い
て
は
、
そ
の
声
と
い
う
人
格
的
・
物
理
的
な
も
の
が
話

し
手
と
聴
衆
を
集
団
化
し
て
一
体
化
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
そ
の
話
し
手
の
語
る
内
容
が
集
団
を
生
み
出
す
の
で
な
く
、
話
し
手
の

こ
と
ば
に
耳
を
傾
け
る
聴
衆
の
存
在
に
よ
っ
て
、
そ
の
話
し
手
の
か
た
り
の
こ
と
ば
や
内
容
が
集
団
的
で
公
共
的
な
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
天
皇

や
神
の
「
み
こ
と
」
を
負
い
持
っ
た
「
み
こ
と
も
ち
」
が
在
地
の
共
同
体
の
人
々
の
前
で
そ
の
「
み
こ
と
」
を
声
に
よ
っ
て
語
る
と
い
う
「
場
」
に
お
い
て
、「
み
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こ
と
も
ち
」
と
そ
の
面
前
の
人
々
と
を
一
体
の
も
の
と
し
、
互
い
を
共
同
体
化
さ
せ
る
と
言
い
換
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
こ
の
「
み
こ
と
も
ち
」
の
場
と
で
も
言

う
べ
き
祭
儀
の
場
が
重
要
な
の
で
あ
り
、
そ
の
な
か
で
神
や
天
皇
の
「
み
こ
と
」
に
基
づ
い
て
「
よ
さ
す
」
と
い
う
祭
儀
的
任
命
が
表
現
さ
れ
る
。
こ
れ
が
声

の
文
化
に
お
け
る
「
公
共
性
」
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
原
則
的
に
任
命
の
儀
が
今
日
に
至
る
ま
で
口
頭
、
対
面
で
行
わ
れ
る
こ
と
と
軌
を
一
に
す
る）

22
（

。

　

以
上
指
摘
し
て
き
た
こ
と
を
敷
衍
し
て
神
と
人
と
の
関
係
性
を
考
え
る
と
、
神
の
み
こ
と
を
聞
く
、
な
い
し
は
神
の
命
を
受
け
る
、
と
い
う
こ
と
が
そ
の
神

と
人
と
を
一
体
的
な
も
の
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
例
え
ば
天
皇
は
天
つ
神
か
ら
の
拝
命
を
受
け
る
こ
と
で
神
な
が
ら
天
下
統
治
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
天
つ
神
か
ら
拝
命
さ
れ
る
こ
と
が
天
皇
の
正
統
性
の
根
拠
と
な
る
。
こ
れ
が
天
つ
神
か
ら
の
「
よ
さ
し
」
の
論
理
で
あ
る
。
そ

し
て
「
み
こ
と
も
ち
て
」「
よ
さ
し
」
の
根
源
と
は
、
神
と
人
と
の
対
面
性
に
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
神
と
神
を
祭
る
者
が
対
面
し
て
直
接
神
の
言
葉

を
聞
い
た
と
信
ぜ
ら
れ
る
か
ら
こ
そ
、
神
を
祭
る
者
が
そ
の
神
の
「
み
こ
と
も
ち
」
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
神
と
の
対
面
性
の
上
に
祭
祀
が
成
立
し
得
る

の
で
は
な
い
か
。「
よ
さ
し
」
は
『
古
事
記
』
に
お
い
て
は
上
巻
に
し
か
登
場
せ
ず
、
神
と
強
く
結
び
つ
い
た
言
葉
で
あ
っ
た
。
恐
ら
く
神
と
人
と
の
関
係
性

自
体
は
言
語
以
前
の
も
の
で
あ
る
が）
23
（

、
そ
れ
を
人
に
語
る
際
に
は
言
葉
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
言
葉
が
定
型
化
さ
れ
て
「
み
こ
と
も
ち
て
」「
よ
さ
し
」
が
生

ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。「
み
こ
と
も
ち
て
」「
よ
さ
し
」
と
は
、
神
と
人
と
の
対
面
性
を
前
提
と
し
て
成
立
し
た
や
ま
と
こ
と
ば
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
日
本

と
い
う
共
同
体
は
声
に
よ
る
対
面
的
な
人
的
結
合
を
核
と
し
た
分
節
的
な
社
会
と
表
現
さ
れ
よ
う
。

三
、
日
本
国
家
の
歴
史
的
発
展
段
階
に
お
け
る
「
み
こ
と
も
ち
て
」「
よ
さ
し
」
の
根
源

　

文
書
を
介
し
た
伝
達
が
主
流
と
な
る
以
前
は
、「
み
こ
と
」
を
負
い
持
つ
「
み
こ
と
も
ち
」
が
独
立
し
た
各
共
同
体
を
話
さ
れ
た
「
こ
と
ば
」
に
よ
っ
て
接

合
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
古
代
社
会
の
あ
り
方
と
、
国
家
の
歴
史
的
発
展
を
考
え
た
と
き
、
画
期
と
な
る
の
が
雄
略
天
皇
で
あ
る
と
思
う
。
稲

荷
山
古
墳
出
土
鉄
剣
銘）
24
（

に
は
、

　　

辛
亥
年
七
月
中
記
乎
獲
居
臣
上
祖
名
意
富
比

其
児
多
加
利
足
尼
其
児
名
弖
已
加
利
獲
居
其
児
名
多
加
利
披
次
獲
居
其
児
名
多
沙
鬼
獲
居
其
児
名
半
弖
比
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其
児
名
加
差
披
余
其
児
名
乎
獲
居
臣
世
々
為
杖
刀
人
首
奉
事
来
至
今
獲
加
多
支
鹵
大
王
寺
在
斯
鬼
宮
時
吾
佐
治
天
下
令
作
此
百
練
利
刀
記
吾
奉
事
根
原
也

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
獲
加
多
支
鹵
大
王
」
は
「
ワ
カ
タ
ケ
（
キ
）
ル
（
ロ
）
大
王
」
と
よ
み
、雄
略
天
皇
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
み
ら
れ
る
「
治

天
下
」
は
江
田
船
山
古
墳
出
土
鉄
剣
銘）
25
（

に
も
「
台
（
治
）
天
下
□
□
□
鹵
大
王
世
」
と
み
え
、
ワ
カ
タ
ケ
ル
大
王
と
「
治
天
下
」
が
セ
ッ
ト
で
用
い
ら
れ
る
こ

と
が
通
用
さ
れ
て
い
た
と
想
定
さ
れ
る
。
雄
略
天
皇
は
『
宋
書
』
倭
国
伝
に
お
け
る
倭
王
「
武
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
中
国
の
冊
封
体
制
下
に
入
り
な
が
ら

中
国
の
「
天
」
と
は
違
っ
た
日
本
独
自
の
「
天
下
」
と
い
う
発
想
が
存
在
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
順
帝
の
昇
明
二
年
（
四
七
八
年
）
を
最
後
に
中
国
へ
の

遣
使
が
見
え
な
く
な
る
こ
と
も
あ
わ
せ
る
と
、
五
世
紀
末
の
頃
に
は
、
日
本
は
独
自
の
意
識
を
持
っ
て
国
家
統
治
を
進
め
て
い
た
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。

　

こ
の
「
治
天
下
」
の
「
天
」
と
、「
天
つ
神
」
の
「
天
」
と
は
同
じ
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
天
下
」
と
い
う
語
は
中
国
か
ら

の
輸
入
語）

26
（

で
あ
り
、
当
時
に
お
い
て
「
天
」
を
「
あ
め
」
と
訓
ん
で
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、「
天
下
」
が
指
し
示
す
の
は
当
時
の
大
王
が
治
め
て
い
た
天

下
＝
大
王
の
勢
力
範
囲
で
あ
り
、そ
れ
は
後
の
文
献
で
天
つ
神
が
天
皇
に
よ
さ
し
た
天
の
下
＝
天
皇
の
統
治
す
る
大
八
嶋
国
と
概
念
的
に
は
全
く
同
じ
で
あ
る
。

稲
荷
山
鉄
剣
銘
に
は
「
意
富
比

（
オ
ホ
ヒ
コ
）」
か
ら
始
ま
る
「
乎
獲
居
臣
（
ヲ
ワ
ケ
の
シ
ン
）」
の
系
譜
が
確
認
で
き
、恐
ら
く
東
国
か
ら
中
央
へ
出
仕
し
、

地
元
に
戻
っ
て
葬
ら
れ
た
ヲ
ワ
ケ
と
い
う
東
国
の
一
豪
族
に
、
伝
説
上
の
存
在
で
あ
ろ
う
「
オ
ホ
ヒ
コ
」（
後
に
孝
元
天
皇
の
皇
子
大
彦
命
と
記
述
さ
れ
る
）

か
ら
の
系
譜
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
、
ヲ
ワ
ケ
と
同
時
代
、
さ
ら
に
は
そ
れ
以
前
か
ら
大
王
の
系
譜
も
存
在
し
て
い
た
と
想
定
す
べ
き
で
あ
る）
27
（

。
当
時
に
お

い
て
大
王
の
系
譜
が
何
の
神
、
も
し
く
は
何
の
王
か
ら
は
じ
ま
る
の
か
は
不
明
で
は
あ
る
が
、
日
本
独
自
の
「
天
下
」
概
念
の
成
立
を
あ
わ
せ
れ
ば
、
天
の
神

か
ら
大
王
へ
の
系
譜
の
存
在
を
想
定
し
て
も
問
題
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。「
よ
さ
し
」
と
い
う
語
で
語
ら
れ
て
い
た
か
は
不
明
だ
が
、
む
し
ろ
、
天
の
神
か

ら
大
王
へ
の
国
家
統
治
の
委
任
と
い
う
「
か
た
り
」
な
い
し
そ
れ
を
示
す
系
譜
の
語
り
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
「
治
天
下
大
王
」
の
正
統
性
が
了
承
さ
れ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
天
の
神
か
ら
大
王
へ
の
委
任
の
か
た
り
、
ま
た
そ
れ
を
示
す
系
譜
が
な
け
れ
ば
、「
治
天
下
」
と
い
う
語
は
ひ
ど
く
観
念
的
な
も
の
と
な
っ

て
宙
に
浮
い
て
し
ま
い
、
国
内
社
会
に
お
い
て
通
用
し
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
律
令
前
代
に
お
け
る
王
や
氏
族
の
正
統
性
は
系
譜
に
よ
っ
て
明
示
さ
れ
、
そ
れ
が

語
ら
れ
る
こ
と
で
共
同
性
を
持
つ
。
文
字
に
よ
る
明
示
や
伝
達
が
と
て
も
特
殊
も
の
で
あ
っ
た
当
時
の
時
代
に
お
い
て
は
、
人
と
人
が
対
面
し
実
際
に
話
さ
れ

る
こ
と
ば
を
や
り
と
り
す
る
こ
と
で
社
会
の
共
同
性
が
生
ま
れ
る
。「
み
こ
と
も
ち
て
」「
よ
さ
し
」
の
原
義
と
は
、
こ
の
直
接
的
対
面
性
＝
「
命
以
」
＝
「
み
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こ
と
も
ち
の
場
」
に
あ
り
、
そ
こ
で
は
な
さ
れ
る
こ
と
ば
に
よ
る
正
統
性
の
確
立
と
共
同
性
の
獲
得
に
あ
る
。

　

限
ら
れ
た
史
料
か
ら
時
間
軸
を
設
定
す
る
と
、
ま
ず
、「
治
天
下
大
王
」（
五
世
紀
末
頃
）
の
頃
に
は
、
大
王
の
素
朴
な
系
譜
が
想
定
さ
れ
る
。「
天
下
」
＝

大
王
の
勢
力
範
囲
＝
大
王
の
始
祖
神
よ
り
委
託
（
倭
の
王
と
い
う
地
位
の
継
承
）
さ
れ
た
世
界
、
で
あ
り
、「
み
こ
と
も
ち
て―

よ
さ
し
」
の
言
説
の
原
型
（
大

王
の
系
譜
の
語
り
）
の
形
成
が
想
定
さ
れ
る
。

　
「
倭
王
姓
阿
毎
、
字
多
利
思
比
弧
」（
ア
メ
タ
リ
シ
ヒ
コ
）（『
隋
書
』
倭
国
伝
、
開
皇
二
十
年
（
六
〇
〇
年
））
か
ら
、
推
古
朝
で
は
確
実
に
「
ア
メ
」
と
大

王
が
直
接
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
言
え
る
。
天
つ
神
か
ら
の
系
譜
の
言
説
が
推
古
朝
で
一
度
体
系
化
さ
れ
た）

28
（

可
能
性
を
示
唆
さ
せ
る
。

　

七
世
紀
末
よ
り
形
成
さ
れ
た
文
献
に
は
、「
現
御
神
」・「
食
国
天
下
」（『
続
日
本
紀
宣
命
』）・「
坐
畝
火
之
白
檮
原
宮
、
治
天
下
也
」（『
古
事
記
』）
な
ど
の

言
葉
が
見
え
、
天
皇
の
「
治
天
下
」
の
正
統
性
の
根
源
で
あ
る
始
祖
神
が
「
天
坐
神
」「
高
天
原
神
留
坐
皇
親
神
魯
岐
神
魯
美
命
」（『
続
日
本
紀
宣
命
』）
な
ど

の
天
つ
神
と
し
て
明
示
さ
れ
た
。『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
は
天
つ
神
の
神
話
世
界
が
形
成
さ
れ
て
お
り
、
七
世
紀
末
以
降
天
皇
は
「
ア
キ
ツ
ミ
カ

ミ
」
と
し
て
天
つ
神
と
一
体
化
す
る
。
こ
れ
は
「
治
天
下
大
王
」
か
ら
数
段
先
に
進
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

　

日
本
の
国
家
形
成
は
、
あ
る
時
期
に
一
気
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
て
、
段
階
的
に
進
展
し
て
き
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
発
展
段
階
の
中

で
、
七
世
紀
末
以
降
の
文
字
化
さ
れ
体
系
化
さ
れ
た
言
説
よ
り
も
、
そ
れ
以
前
の
素
朴
な
世
界
の
対
面
的
な
人
的
結
合
に
こ
そ
「
み
こ
と
も
ち
て
」「
よ
さ
し
」

の
根
源
が
発
見
さ
れ
る
と
思
う）
29
（

。『
稲
荷
山
古
墳
出
土
鉄
剣
銘
』
よ
り
、
大
王
の
始
祖
か
ら
の
系
譜
が
傍
証
さ
れ
る
な
ら
、
大
王
と
始
祖
と
の
対
面
的
関
係
も

想
定
さ
れ
る
。
こ
の
始
祖
と
の
対
面
的
関
係
と
は
つ
ま
り
大
王
の
祖
先
祭
祀
で
あ
り
、
そ
れ
は
外
部
に
向
か
っ
て
は
自
ら
の
正
統
性
を
系
譜
の
語
り
と
し
て
表

現
し
、
そ
れ
は
大
王
の
地
位
継
承
を
示
す
。
こ
れ
は
大
王
の
祭
祀
対
象
で
あ
る
始
祖
の
重
大
性
を
前
提
と
し
、
そ
れ
が
「
治
天
下
大
王
」
を
正
統
化
す
る
。
こ

れ
は
大
王
の
治
め
る
「
天
下
」
の
正
統
性
が
大
王
の
始
祖
に
由
来
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、大
王
の
始
祖
と
は
「
治
天
下
」
を
正
統
化
し
う
る
存
在
で
あ
る
。

そ
れ
は
ま
さ
に
「
天
」
の
神
と
し
て
示
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
の
だ
。
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結
論

　

稲
荷
山
鉄
剣
銘
は
、
ヲ
ワ
ケ
の
系
譜
が
オ
ホ
ヒ
コ
か
ら
始
ま
る
こ
と
を
第
一
に
掲
げ
、
ヲ
ワ
ケ
は
大
王
の
系
譜
に
連
な
っ
て
は
お
ら
ず
、
そ
れ
で
い
て
大
王

へ
の
奉
事
の
根
源
を
示
し
て
い
る
、
と
い
う
点）
30
（

に
注
意
し
た
い
。
こ
れ
は
、
古
代
の
氏
や
共
同
体
が
基
本
的
に
は
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
し
不
介
入
で
あ
る
と
い
う

古
代
社
会
の
基
層
を
指
し
示
す
。
元
来
別
々
で
あ
っ
た
個
々
の
氏
が
そ
れ
ぞ
れ
の
利
害
に
基
づ
い
て
共
同
化
し
て
い
く
な
か
で
、
系
譜
や
上
祖
が
集
合
さ
れ
、

共
有
さ
れ
て
い
く
。こ
う
い
っ
た
氏
々
の
政
治
的
な
グ
ル
ー
プ
化
は
最
終
的
に
王
統
譜
へ
の
編
入
に
向
か
っ
て
い
く
。そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
て
い
た
氏
族
が
集
ま
っ

て
ク
ニ
と
し
て
の
共
同
性
を
持
つ
に
は
天
皇
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
の
天
皇
の
正
統
性
と
は
、
大
王
の
系
譜
と
天
つ
神
か
ら
の
天
下
統
治
の
委
託
の
か
た
り
と

し
て
表
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
文
節
的
な
社
会
を
結
合
し
て
い
た
の
は
実
際
に
話
さ
れ
た
こ
と
ば
を
負
い
持
つ
「
み
こ
と
も
ち
」
で
あ
っ
た
。「
み
こ
と
も

ち
て
」「
よ
さ
し
」
の
根
源
と
は
、「
命
以
」
の
文
章
構
造
が
指
し
示
す
よ
う
に
、
実
際
に
こ
と
ば
が
話
さ
れ
る
場
に
あ
っ
た
。
そ
の
場
と
は
「
み
こ
と
も
ち
」

の
場
と
も
祭
儀
の
場
と
も
言
い
え
ら
れ
よ
う
。
つ
ま
り
は
神
と
人
と
の
対
面
性
を
前
提
に
し
、
そ
こ
か
ら
人
と
人
と
が
対
面
し
て
祭
祀
・
儀
式
を
行
い
、
こ
と

ば
を
か
た
る
、
と
い
う
こ
と
の
な
か
に
「
み
こ
と
も
ち
て
」「
よ
さ
し
」
の
淵
源
が
発
見
さ
れ
る
。
そ
し
て
「
み
こ
と
も
ち
て
」
や
「
よ
さ
し
」
の
具
体
的
な

言
説
が
国
家
の
正
統
性
を
指
し
示
す
も
の
と
し
て
天
つ
神
と
天
皇
に
集
約
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
現
在
披
見
で
き
る
文
献
に
お
い
て
は
、「
み
こ
と
も
ち
て
」

と
「
よ
さ
し
」
は
ほ
ぼ
す
べ
て
天
皇
と
国
家
統
治
に
集
約
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
原
義
か
ら
考
え
れ
ば
、
そ
れ
は
天
つ
神
と
天
皇
と
の
関
係
だ
け
で
な
く
、
各

氏
族
や
共
同
体
に
お
け
る
神
と
人
と
の
関
係
に
も
あ
て
は
ま
る
も
の
で
あ
る
。
日
本
社
会
の
共
同
性
の
根
源
と
は
、
何
ら
か
の
観
念
に
従
属
す
る
も
の
で
は
な

く
、
神
と
人
、
人
と
人
と
の
対
面
的
で
人
間
的
な
結
合
関
係
に
あ
り
、
そ
れ
が
積
み
重
な
っ
て
古
代
社
会
を
形
成
し
、
今
日
ま
で
続
く
日
本
と
い
う
共
同
体
の

基
礎
と
な
っ
た
と
考
え
る
。

注

（
１
）
西
宮
一
民
編
『
古
事
記　

修
訂
版
』
お
う
ふ
う　

平
成
二
十
四
年
三
月
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（
２
）『
本
居
宣
長
全
集
』
第
九
巻　

筑
摩
書
房　

昭
和
四
十
三
年
七
月

（
３
）『
鈴
木
重
胤
全
集
』
第
十　

鈴
木
重
胤
先
生
學
徳
顯
揚
會　

昭
和
十
四
年
五
月

（
４
）『
折
口
信
夫
全
集　

第
三
巻
』
中
央
公
論
社　

平
成
七
年
四
月
、　

初
出
は
「
神
道
に
現
れ
た
民
族
論
理
」『
神
道
学
雑
誌
』
第
五
号　

昭
和
三
年
十
月
。

（
５
） 「
祭
り
の
根
本
義―

『
延
喜
式
祝
詞
』
を
中
心
と
し
て―

」『
日
本
神
道
史
研
究　

第
二
巻
古
代
編
（
上
）』
講
談
社　

昭
和
五
十
三
年
四
月
よ
り
。
初
出
は
「
神
の
「
よ
さ
し
」」『
日

本
宗
教
思
想
史
の
研
究
』
理
想
社　

昭
和
三
十
一
年
九
月
。
原
型
は
『
神
道
論
』
大
倉
精
神
文
化
研
究
所
紀
要
第
四
冊　

昭
和
十
八
年
七
月
の
「
第
二
三
節
」（
第
三
章
）
に
あ
り
。

（
６
） 

三
橋
健
氏
「
近
代
化
と
神
道―

職
業
倫
理
を
中
心
に
し
て―

」『
神
道
宗
教
』
第
七
十
五
〜
七
十
九
号　

昭
和
五
十
年
三
月
、
入
江
湑
氏
「
コ
ト
ヨ
サ
シ
の
解
義
」『
皇
學
館
論
叢
』

十
八
巻
二
号　

昭
和
六
十
年
四
月
、
梅
田
徹
氏
「『
古
事
記
』
の
神
代―

根
本
原
理
と
し
て
の
「
コ
ト
ヨ
サ
シ
」―

」『
国
語
と
国
文
学
』
六
十
二
巻
八
号　

昭
和
六
十
年
八
月
、

鈴
木
啓
之
氏
「
古
事
記
神
話
に
お
け
る
「「
ミ
コ
ト
モ
チ
テ
」「
コ
ト
ヨ
サ
シ
」
の
意
義
」『
國
學
院
大
學
大
学
院
紀
要　

文
学
研
究
科
』
二
十
号　

昭
和
六
十
三
年
三
月
、
坂
根
誠

氏
「「
ミ
コ
ト
モ
チ
」
の
意
義―

「
コ
ト
ヨ
サ
シ
」
の
役
割
と
と
も
に
ー
」『
日
本
文
学
論
究
』
六
十
四　

平
成
十
七
年
五
月
、「『
古
事
記
』
八
咫
烏
の
先
導
段
に
お
け
る
発
話
文
」

『
青
木
周
平
先
生
追
悼　

古
代
文
芸
論
叢
』
平
成
二
十
一
年
十
一
月
、
な
ど
。

（
７
） 

注
６
掲
論
文
他
、
倉
野
憲
司
『
古
事
記
全
註
釈　

第
二
巻
上
巻
編
（
上
）』
三
省
堂　

昭
和
四
十
九
年
八
月
、
西
郷
信
綱
『
古
事
記
注
釈
』
平
凡
社　

昭
和
五
十
年
一
月
、
昭
和

五
十
年
三
月
、
土
井
忠
生
氏
「
言
依
考
」『
国
語
史
論
攷
』
三
省
堂　

昭
和
五
十
二
年
九
月
、
な
ど
。

（
８
）
北
川
和
秀
編
『
続
日
本
紀
宣
命　

校
本
・
総
索
引
』
吉
川
弘
文
館　

昭
和
五
十
七
年
十
月

（
９
）
虎
尾
俊
哉
編
『
延
喜
式
』
集
英
社　

平
成
十
二
年
五
月

（
10
）
青
木
紀
元
『
祝
詞
全
評
釈　

延
喜
式
祝
詞
・
中
臣
寿
詞
』
右
文
書
院　

平
成
十
二
年
六
月

（
11
） 

こ
の
三
度
の
「
こ
と
よ
さ
し
」
に
関
し
て
は
、大
国
隆
正
『
本
學
擧
要
』（『
増
補　

大
国
隆
正
全
集
』
第
一
巻
）
図
書
刊
行
会　

平
成
十
三
年
九
月
、「
こ
と
よ
さ
し
」
に
よ
る
子
々

孫
々
の
継
承
に
関
し
て
、
武
田
秀
章
「『
古
事
記
』
神
話
の
一
管
見―

コ
ト
ヨ
サ
シ
・
オ
ヤ
・
コ―

」『
明
治
聖
徳
記
念
学
会
紀
要
』
第
三
十
六
号
、
等
が
あ
る
。

（
12
） 

倉
野
憲
司
氏
は
『
古
事
記
全
註
釈　

第
二
巻
上
巻
編
（
上
）』（
注
７
掲
本
）
で
「
命
以
」
を
「
こ
の
語
は
古
事
記
に
は
し
ば
し
ば
出
て
来
る
の
に
対
し
、
書
紀
に
は
見
え
な
い
独

特
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
随
神
の
思
想
に
裏
付
け
ら
れ
た
表
現
で
あ
っ
て
、
す
べ
て
神
の
命
令
に
随
つ
て
事
が
行
な
は
れ
る
と
い
ふ
の
が
古
事
記
を
一
貫
し
て
ゐ
る
思
想
で
あ

る
。」
と
言
う
。
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（
13
） 「
こ
と
」
は
「
事
」
で
あ
る
と
い
う
宣
長
の
見
解
（『
古
事
記
伝
』）
の
他
、「
言
」
で
あ
る
と
い
う
見
解
（
賀
茂
真
淵
『
祝
詞
考
』、
金
子
武
雄
氏
『
延
喜
式
祝
詞
講
』
昭
和
二
十
六

年
九
月
、
青
木
紀
元
氏
『
祝
詞
全
評
釈
』
平
成
十
二
年
六
月
）、
事
を
言
で
以
て
す
る
見
解
（
鈴
木
重
胤
『
延
喜
式
祝
詞
講
義
』、
倉
野
憲
司
氏
『
古
事
記
全
註
釈　

第
二
巻
上
巻

編
（
上
）』）
な
ど
が
あ
る
。
宣
長
の
見
解
に
は
石
坂
正
蔵
氏
（「
言
向
考
」『
国
語
と
国
文
学
』
20
巻
７
号　

昭
和
十
八
年
七
月
）、
鈴
木
啓
之
氏
（
注
６
掲
論
文
）
か
ら
の
批
判
が

あ
る
。
鈴
木
氏
は
『
古
事
記
』
に
お
い
て
「
言
依
」
と
「
事
依
」
は
書
き
分
け
ら
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
祝
詞
や
宣
命
に
お
い
て
「
言
依
」
と
「
事
依
」
が
別
種
の
言

葉
と
し
て
機
能
し
て
い
る
例
証
は
見
出
し
難
く
、『
古
事
記
』
に
お
け
る
「
こ
と
よ
さ
し
」
の
「
こ
と
」
の
意
味
は
他
の
史
料
と
は
別
に
考
究
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
　

 　
「
よ
さ
し
」
と
「
こ
と
よ
さ
し
」
の
差
異
に
関
し
て
は
、
土
井
忠
生
氏
（
注
６
掲
論
文
）
が
「
コ
ト
ヨ
サ
シ
」
と
い
う
複
合
語
の
中
で
語
の
中
心
は
「
ヨ
サ
シ
」
に
あ
り
「
コ
ト
」

は
軽
い
役
割
し
か
持
っ
て
い
な
い
と
の
見
解
に
立
っ
て
い
る
。
ま
た
、
梅
田
徹
氏
は
宣
命
に
お
い
て
「
コ
ト
ヨ
サ
シ
」
が
現
れ
る
の
が
第
二
十
三
詔
で
あ
る
た
め
「
ヨ
サ
シ
」
か
ら

「
コ
ト
ヨ
サ
シ
」
へ
の
時
代
的
変
化
が
あ
り
、『
古
事
記
』
に
お
い
て
「
コ
ト
ヨ
サ
シ
」
が
創
出
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
視
点
に
立
つ
と
『
延
喜
式
祝
詞
』
に
お
い
て
両

語
が
混
用
さ
れ
て
い
る
理
由
の
説
明
が
難
し
く
な
る
。

（
14
）「『
古
事
記
』
国
譲
り
段
・
天
孫
降
臨
段
に
お
け
る
命
令
の
主
体
」『
青
木
周
平
先
生
追
悼　

古
代
文
芸
論
叢
』
お
う
ふ
う　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
十
一
日

（
15
） 

例
え
ば
『
延
喜
式
祝
詞
』
に
所
収
さ
れ
た
神
宮
と
住
吉
に
対
す
る
奉
幣
の
際
の
祝
詞
は
、
天
皇
（
皇
孫
命
）
の
「
み
こ
と
も
ち
て
」、
祝
詞
申
上
者
で
あ
る
奉
幣
使
が
神
の
前
に
祝

詞
を
申
す
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
使
が
申
す
内
容
は
、
例
え
ば
神
宮
祈
年
・
月
次
祭
に
お
い
て
は
「
大
幣
帛
乎
、
其
官
位
姓
名
乎
為
レ
使
天
、
令
二
捧
持
一
弖
進
給
布
御
命
」
と
な
っ

て
お
り
、
こ
の
う
ち
の
「
令
二
捧
持
一
」
と
い
う
語
が
使
に
対
す
る
命
令
形
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
「
御
命
」
は
天
皇
の
発
し
た
「
御
命
」
で
あ
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。

つ
ま
り
使
が
申
上
す
る
言
葉
は
天
皇
の
発
す
る
言
葉
で
あ
る
と
想
定
さ
れ
、
こ
の
天
皇
の
「
み
こ
と
」
を
使
が
負
い
持
ち
、
神
宮
等
の
神
の
前
で
使
が
そ
の
天
皇
の
「
み
こ
と
」

を
申
上
す
る
こ
と
が
奉
幣
の
際
の
祝
詞
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
奉
幣
使
は
い
わ
ば
天
皇
の
「
み
こ
と
も
ち
」
で
あ
り
、
律
令
前
代
か
ら
天
皇
の
命
を
負
い
持
っ
て
派
遣
さ

れ
た
で
あ
ろ
う
「
み
こ
と
も
ち
」
と
同
型
の
要
素
を
持
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

（
16
）『
日
本
書
紀
私
記
』（
乙
本
）
神
代
上
に
、「
勅
任
〈
古
止
与
左
世
天
〉」
と
あ
り
、
日
本
書
紀
に
お
け
る
「
よ
さ
し
」
の
最
古
の
訓
を
確
認
で
き
る
。

（
17
）
便
宜
的
に
『
国
史
大
系　

日
本
書
紀
前
篇
』
吉
川
弘
文
館　

昭
和
六
十
二
年
五
月
、『
同
後
編
』
昭
和
四
十
二
年
二
月
を
使
用
し
た
。

（
18
）『
訓
點
語
彙
集
成
』
第
一
巻　

汲
古
書
院　

平
成
十
九
年
二
月

（
19
）
京
都
国
立
博
物
館
編　
『
国
宝　

岩
崎
本
日
本
書
紀
』
勉
誠
出
版　

平
成
二
十
五
年
十
二
月
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（
20
）『
日
本
神
道
史
研
究
』（
注
５
）
に
「
祝
祷
の
文
学
」（『
古
代
文
学
の
周
辺
』
南
雲
堂
桜
風
社　

昭
和
三
十
九
年
十
二
月
）
を
再
録
し
た
際
に
新
た
に
付
け
ら
れ
た
注
に
お
け
る
指
摘
。

（
21
） 
桜
井
直
文
他
訳　

藤
原
書
店　

平
成
三
年
十
月
、原
書
は
、Walter Jackson O

ng, O
rality and Literacy, T

he T
echnologizing of the W

ord, M
ethuen,1982.　

で
あ
る
。

本
引
用
中
の
〔
〕
部
分
は
訳
者
に
よ
る
捕
捉
な
い
し
注
記
で
あ
る
。

（
22
） 

早
川
庄
八
氏
は
儀
式
・
政
務
の
口
頭
伝
達
に
関
し
て
重
要
な
考
察
を
行
っ
て
い
る
。
例
え
ば
「
前
期
難
波
宮
と
古
代
官
僚
制
」（『
日
本
古
代
官
僚
制
の
研
究
』
岩
波
書
店
昭
和

六
十
一
年
十
一
月
、
初
出
は
『
思
想
』
七
〇
三
号　

昭
和
五
十
八
年
）
に
お
い
て
「
文
書
・
公
文
書
が
あ
ふ
れ
て
い
た
よ
う
に
み
ら
れ
る
八
世
紀
に
お
い
て
も
、
国
家
的
な
行
事
・

儀
式
・
政
務
は
大
極
殿
と
そ
の
前
庭
す
な
わ
ち
「
朝
庭
」
に
お
い
て
行
わ
れ
、
重
要
な
命
令
の
伝
達
は
ま
ず
口
頭
で
行
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
（
中
略
）
叙
位
・
任
官
の
口
頭
伝
達

の
よ
う
な
場
合
に
は
、
そ
れ
が
プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
な
様
態
で
あ
れ
ば
あ
る
だ
け
、
そ
う
す
る
こ
と
が
君
臣
関
係
を
保
つ
う
え
で
、
よ
り
親
近
性
の
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
」

と
言
う
。

（
23
） 『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
や
『
貞
観
儀
式
』
な
ど
に
お
け
る
伊
勢
在
地
奉
仕
者
に
よ
る
由
貴
大
御
饌
神
事
や
天
皇
祭
祀
に
お
け
る
御
饌
奉
仕
の
式
次
第
に
は
祝
詞
は
見
ら
れ
な
い
。
古

代
で
は
御
饌
奉
仕
に
あ
た
っ
て
言
葉
は
要
ら
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
24
）『
稲
荷
山
古
墳
出
土
鉄
剣
金
象
嵌
銘
概
報
』
埼
玉
県
教
育
委
員
会　

昭
和
五
十
四
年
二
月

（
25
）
京
都
国
立
博
物
館
『
江
田
船
山
古
墳
出
土　

国
宝　

銀
象
嵌
銘
大
刀
』
吉
川
弘
文
館　

平
成
五
年
八
月

（
26
） 

栗
原
朋
信
氏
に
よ
る
と
「
中
国
文
献
に
よ
る
と
、「
治
天
下
」
は
古
く
『
孟
子
』（
公
孫
丑
、
上
）
に
み
え
て
お
り
、
以
後
最
高
君
主
に
用
い
ら
れ
、
皇
帝
時
代
と
な
っ
て
も
使
用

さ
れ
た
が
、
発
生
的
に
は
「
王
」
を
対
象
と
す
る
も
の
で
、
中
国
古
代
の
封
建
制
に
立
つ
「
聖
王
」
を
理
想
と
し
た
用
語
で
あ
っ
た
」
と
い
う
（「
東
ア
ジ
ア
史
か
ら
み
た
「
天
皇
」

号
の
成
立
」『
上
代
日
本
対
外
関
係
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館　

昭
和
五
十
三
年
九
月
）。

（
27
） 

義
江
明
子
氏
は
「
氏
の
側
で
の
「
世
々
」
の
王
へ
の
奉
仕
が
一
般
的
主
張
と
し
て
成
り
立
つ
前
提
と
し
て
、奉
事
対
象
た
る
倭
王
の
継
承
ラ
イ
ン
の
存
在
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
継
承
ラ
イ
ン
は
、
血
縁
・
非
血
縁
、
直
系
・
非
直
系
を
と
わ
ず
次
代
の
王
を
「
児
（
子
）
＊
＊
」
で
語
り
つ
ぐ
王
統
譜
の
形
で
社
会
的
に
示
さ
れ
て
い
た
ろ
う
」
と
言
う
（「
系

譜
様
式
論
か
ら
み
た
大
王
と
氏
」『
日
本
史
研
究
』
四
七
四
号　

平
成
十
四
年
二
月
）。

（
28
）
推
古
紀
二
十
八
年
「
是
歳
。
皇
太
子
・
鴫
大
臣
共
議
之
録
二
天
皇
記
及
国
記
・
臣
連
伴
造
国
造
百
八
十
部
并
公
民
等
本
記
一
。」

（
29
） 

熊
谷
公
男
氏
は
「
大
化
前
代
に
お
い
て
は
、
大
王
の
地
位
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
大
王
と
天
と
の
関
係
も
、
君
臣
関
係
も
、
生
身
の
大
王
の
存
在
と
不
可
分
で
あ
っ
た
の
で
あ
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る
」 

と
指
摘
し
て
い
る
（「
持
統
の
即
位
儀
と
「
治
天
下
大
王
」
の
即
位
儀
礼
」『
日
本
史
研
究
』
四
七
四
号　

平
成
十
四
年
二
月
）。

（
30
） 
義
江
明
子
氏
は
「
ヲ
ワ
ケ
は
権
威
の
第
一
の
淵
源
を
「
大
王
」
で
は
な
く
自
ら
の
「
上
祖
オ
ホ
ヒ
コ
」
に
も
と
め
て
い
る
」
と
し
、
氏
族
系
譜
を
「
氏
族
の
側
の
意
識
・
欲
求
に

も
と
づ
い
て
、
矛
盾
を
含
み
つ
つ
、
お
ぼ
ろ
げ
に
下
か
ら
形
成
さ
れ
て
い
く
も
の
で
あ
る
」
と
指
摘
し
た
。（「
鉄
剣
銘
「
上
祖
」
考　

氏
族
系
譜
よ
り
み
た
王
統
譜
形
成
へ
の
一

視
角
」『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
一
五
二
集　

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館　

平
成
二
十
一
年
三
月
）
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別表「みこともちて」「よさし」用例
「みこともちて」
『古事記』上巻
表記 主体 客体 内容

命以 天神諸 伊耶那岐命・伊耶那
美命二柱神 国の修理固成の言依

命以 天神 伊耶那岐命・伊耶那
美命 伊耶那岐命・伊耶那美命への詔命

命以 大御神（伊耶那岐命）速須佐之男命 須佐之男命への問い
命以 八十神 裸菟 菟への誨告

命以 天照大御神 正勝吾勝ゝ速日天忍
穂耳命 豊葦原水穂国の所知の言因

命以 高御産巣日神・天照
大御神

八百万神、思金神、
我御子 葦原中国は我御子の所知す国と言依した事

命以 天照大御神・高木神 大国主神 葦原中国は我御子の所知す国と言依した事

命以 天照大御神・高木神 太子正勝吾勝ゝ速日
天忍穂耳命 言依に随い天降り知らしめせ

命以 天照大御神・高木神 天宇受売神 天宇受売神への詔命

命以 天照大神・高木神二
柱神 建御雷神 建御雷神への詔命

『古事記』中巻
命以 高木大神 天神御子 天神御子への覚し
命以 天神御子 八十膳夫 饗を八十建に賜う
以天皇
之命 天皇 大久米命 伊須気余理比売に詔する

『続日本紀宣命』
表記 主体 客体 内容 年代

命以 高天原神積坐皇親神
魯棄神魯美命 吾孫乃命 知食国天下（天下統

治）の言依

孝謙天皇（第十四詔）天
平勝宝元年七月甲午（二
日）

大命以 天皇 竪子卿等 朕の後に太后に能く
仕え助けよとの詔

光明皇太后（第十七詔）
天平宝字元年七月戊申
（二日）

御命以弖 太上天皇 卿等 卿等諸語えとの宣
孝謙太上天皇（第二十七
詔）天平宝字六年六月庚
戌（三日）

御命以弖 朕御祖大皇后 朕（孝謙天皇）
岡宮御宇天皇の日継
が絶えようとしてい
る

上と同上

御命以天 天
乃御門帝皇（聖武

天皇） 諸臣等 太皇后に能く奉侍せ
よ

称徳天皇（第四十五詔）
神護景雲三年十月乙未朔
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『延喜式祝詞』
表記 主体 客体 内容 祭祀

命以 高天原尓神留坐皇睦
神漏伎命、神漏弥命 皇神等

天社国社の皇神等の
前に皇御孫命宇豆の
幣帛を称辞竟え奉る

祈年祭

命以 高天原尓神留坐皇睦
神漏伎命、神漏弥命 皇神等

天社国社の皇神等の
前に皇御孫命宇豆の
幣帛を称辞竟え奉る

月次祭

命以弖 高天原尓神留坐須皇親
神魯企神魯美之命

皇我宇都御子皇御孫
之命

皇御孫之命は高御座
に坐し大八洲豊葦原
瑞穂之国を所知食せ
との言寄

大殿祭

命以弖 高天原尓神留坐皇親
神漏岐神漏美乃命 我皇御孫之命

八百万神等を神集え
て神議り我皇御孫之
命は豊葦原水穂之国
を所知食せとの事依

晦大祓

命持弖 高天原尓神留坐、皇
親神漏義神漏美能命 皇御孫命

皇御孫命は豊葦原水
穂国を所知食せと天
下し寄さす

鎮火祭

命以 高天原尓神留坐皇睦
神漏伎神漏弥命 皇神等

天社国社の皇神等の
前に皇御孫命宇豆の
幣帛を称辞竟え奉る

大嘗祭

命乎以弖 高天之原
尓神留坐須皇

親神漏伎神漏美能命 皇孫之命
皇孫之命は豊葦原水
穂国を安国と定め奉
る

鎮御魂斎戸祭

御命以弖 天皇 祝詞申上者
皇大神の大前に大幣
帛を捧げ持たしめて
進る御命を申す

祈年・月次（内宮）

御命以弖 天皇 祝詞申上者
豊受皇神の前に大幣
帛を捧げ持たしめて
進る御命を申す

祈年・月次（豊受宮）

御命以 皇御孫 祝詞申上者

天照坐皇大神の大前
に九月神嘗の大幣帛
を捧げ持たしめて進
る御命を申す

神嘗祭（内宮）

御命以弖 天皇 祝詞申上者

皇神の前に九月神嘗
の大幣帛を捧げ持た
しめて進る御命を申
す

神嘗祭（豊受宮）

御命乎

以弖 皇御孫 祝詞申上者

皇大御神の大前に雑
御装束物五十四種、
神宝二十一種を弁官
を差使わせて進る状
を申す

遷二奉大神宮一祝詞〈豊
受宮准レ此〉
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命以弖
高天之原尓神留坐弖、
事始給志神漏伎神漏
美能命

我皇御孫之尊

天之高市に八百万神
等を神集え神議り我
皇御孫之尊は豊葦原
水穂之国を所知食せ
と天降し寄さす

遷二却祟神一詞

御言以弖 天津神 皇御孫之尊

経津主命健雷命二柱
神等を天降し神攘い
神和し皇御孫之尊を
天降し寄さす

遷二却祟神一詞

御命以弖 皇御孫尊 祝詞申上者
住吉の皇神等前に幣
帛を捧げ しめて進
ると申す

遣唐使時奉幣

命以弖 皇神 皇御孫尊 船居は吾作らむと教
え悟す 遣唐使時奉幣

『中臣寿詞』
表記 主体 客体 内容

命遠持天 高天原
仁神留坐須皇親

神漏岐・神漏美乃命 皇孫尊 八百万神等を集え皇孫尊は高天原に事始めて豊
葦原瑞穂国を所知食し瑞穂を所知食せと事依す

「よさし」
『古事記』上巻
表記 主体 客体 内容
言依 天神諸 伊耶那岐命・伊耶那

美命二柱神
国の修理固成

事依 伊耶那岐命 天照大御神 高天原の所知
事依 伊耶那岐命 月読命 夜之食国の所知
事依 伊耶那岐命 建速須佐之男命 海原の所知
依 伊耶那岐命 三貴子 三貴子への分治
命 伊耶那岐命 速須佐之男命 海原の所知
事依 伊耶那岐大御神 速須佐之男命 海原の所知
言因 天照大御神 我御子正勝吾勝ゝ速

日天忍穂耳命
豊葦原水穂国の所知

言依 高御産巣日神・天照
大御神

我御子 葦原中国の所知

言依 天照大御神・高木神 我御子 葦原中国の所知
言依 天照大御神・高木神 太子正勝吾勝ゝ速日

天忍穂耳命
豊葦原水穂国の所知

言依 天照大御神・高木神 日子番能迩迩芸命 豊葦原水穂国の知（統治）

『続日本紀宣命』
表記 主体 客体 内容 年代

依之 天坐神 天都神乃御子 大八嶋国の知次（統
治）

（第一詔）文武天皇元年
八月庚辰（十七日）

与佐斯 高天原尓神留坐皇親
神魯岐神魯美命 吾孫 知食国天下（天下統

治）
聖武天皇（第五詔）神亀
元年二月甲午（四日）
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言依 高天原神積坐皇親神
魯棄神魯美命 吾孫 知食国天下

孝謙天皇（第十四詔）天
平勝宝元年七月甲午（二
日）

事依 高天原神積坐皇親神
魯弃神魯美命 吾孫 知食国天下 孝謙天皇（第二十三詔）

天平宝字二年八月庚子朔

依之 天皇 誰（藤原左大臣） 太政官之政
光仁天皇（第五十一詔）
宝亀二年二月己酉（廿二
日）（第五十一詔）

『延喜式祝詞』
表記 主体 客体 内容 祭祀
依左志 皇神等 皇御孫命 奥津御年 祈年祭
依左志 皇神等 皇御孫命 奥津御年 祈年祭
依志 皇神等 皇御孫命 皇神の敷坐す八十嶋 祈年祭
寄 皇太御神 皇御孫命 皇神の見霽す四方国 祈年祭
寄志 皇神等 皇御孫命 奥津御年 祈年祭
寄志 皇神等 皇御孫命 奥津御年 祈年祭
寄志 皇神等 皇御孫命 皇神の敷坐す八十嶋 月次祭
寄志 皇太御神 皇御孫命 皇神の見霽す四方国 月次祭
依志 皇神等 皇御孫命 奥津御年 月次祭
依志 皇神等 皇御孫命 奥津御年 月次祭

言寄 高天原尓神留坐須皇親
神魯企神魯美之命

皇我宇都御子皇御孫
之命

大八洲豊葦原瑞穂之
国の所知食 大殿祭

事依 高天原尓神留坐皇親
神漏岐神漏美乃命 我皇御孫之命 豊葦原水穂国の所知

食 晦大祓

依志 高天原尓神留坐皇親
神漏岐神漏美乃命 我皇御孫之命 豊葦原水穂国の所知

食 晦大祓

依左志 高天原尓神留坐皇親
神漏岐神漏美乃命 皇御孫之命 豊葦原水穂国の所知

食、天降し 晦大祓

依左志 高天原尓神留坐皇親
神漏岐神漏美乃命 皇御孫之命 四方之国中と大倭日

高見之国 晦大祓

所寄 高天原尓神留坐、皇
親神漏義神漏美能命 皇御孫命 豊葦原水穂国の所知

食、天下し 鎮火祭

事寄 高天原尓神留坐、皇
親神漏義神漏美能命 祝詞申上者 天都詞太詞事 鎮火祭

所寄
高天之原尓神留坐弖、
事始給志神漏伎神漏
美能命

我皇御孫之尊 豊葦原水穂之国の所
知食、天降し 遷二却祟神一詞

所寄 天津神 皇御孫之尊 天降し 遷二却祟神一詞
所寄 天津神 皇御孫之尊 天降し 遷二却祟神一詞
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『中臣寿詞』
表記 主体 客体 内容

事依志 高天原仁神留坐須皇親
神漏岐・神漏美乃命 皇孫尊 豊葦原瑞穂国の所知食

事依 神漏岐・神漏美命 天忍雲根神 天乃天玉櫛
事依 神漏岐・神漏美命 天忍雲根神 出でる天の八井を天都水と聞食せ
依 神漏岐・神漏美命 天忍雲根神 天乃天玉櫛、出でる天の八井を天都水と聞食せ
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