
〆

小
特
集

●
か
ら
だ

・
こ
と
ば

.
文
化

言
霊
の
信
な
し

↑

r

日
本
思
想
史
に
お
け
る
言
語
と
身
体

渡
部

武

言
霊
と
忌
詞

言
霊
と
い
う
事
象

わ
が
国
の
言
霊
信
仰
に
つ
い
て

言
霊
信
仰
か
ら
言
霊
思
想
へ

近
世
に
お
け
る
言
霊
の
呼
び
も
ど
し

ひ
た
ぶ
る
心
か
ら
生
ま
れ
る
言
霊

妖
怪
と
な
っ
た
言
霊

言
霊
論
再
生
の
期
待

新
し
い
言
霊
論

あ
け
て
く
や
し

い
玉
手
箱

で
あ

る
。
浦
島
太
郎

は
い

っ
ぺ

ん
に
白
髪

の
御

老
人

に
な

っ
て
し
ま

っ
た
。
あ

け
て
く

や
し
い
思

い
を
す

る
玉
手
箱

の
玉

は

霊
だ

っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。

「
た
ま

(玉
)

は
た
ま

(霊

.
魄

.
魂
)
と

同
源
か
」
と
も
あ
る
。
玉
手
箱

は
ま
た
霊
手
箱

で
あ

る
の
が
、
あ
け

て
く
や

し
い
に
ふ
さ
わ
し
い
。
霊

は
そ

の
霊
力

に
よ

っ
て
、
か
く
さ
れ
て

い
る
も

の

を
あ

ら
わ
に
す

る
。

玉
手
箱

は
龍
宮

か
ら
故
里

に
帰

っ
た
浦
島

に
、
彼

に
隠

さ
れ
て
い
た
現
実

を
顕
わ

に
し
た
の
で
あ

る
。

「
言
霊
」

に
つ
い
て
調
べ
考

え
お
わ

っ
て
み
る
と
、
玉
手
箱

を
あ
け
た
と
同
じ
思

い
を
す
る

の
に
ち
が

い

な
い
。

そ
れ
な
ら
そ

れ
な

り
に
、
煙
が
立

ち
の
ぼ

る
ま

で
を
少
し
で
も
た

の

し
も
う
と
い
う
の
が

人
情

だ
ろ
う
。

こ
と

だ
ま

い
み
こ
と
ば

言

霊

と

忌

詞

言
葉

を
お
ろ
そ
か
に
も

て
あ

そ
ぶ
い
ま
で
も
、
な

に
が

し
か
の
心
遣

い
を

言
葉

に
し
な
く
て

は
な
ら
な

い
こ
と
が
あ

る
。
そ

の
ひ
と

つ
に
忌
詞
が
あ

る
。

結
婚
式

で
は

「
去
る
」

「
切
る
」

「帰

る
」
な
ど

は
忌

ま
れ
、
終
了
を
告
げ

る

の
に

「
お
開
き
」
と

い
う
。

四

(し
)

を

「
よ
ん
」
・
「
よ
」
と

い
う

の
も
そ

の
例

で
、
病
室

の
番
号

に
四

は
さ
け
る
。

こ
れ
ら
は
不
吉

な
意
味
を
も
ち
、

不
吉
な
連
想
を
さ
せ
る
と

こ
ろ
か
ら
、

忌
み
は
ぼ

か
れ
て
忌
詞
と
な

っ
た
。

な
か
ご

ま
た
、

斎

宮

で

「
仏
」
を

「
中
子
」
、

「経
」

を

「染
紙
」
、

「
僧
」
を

「
髪
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長
」
と
呼

ん
だ

の
は
、

こ
れ

は
宗
教
的
な
理
由

に
よ
る
忌
詞
と

い
え
よ
う
。

こ
れ
ら

の
例

か
ら
、
忌
詞

は
そ

の
忌
詞
自
体

に
霊
力
が
宿

っ
て
い
る
と

い

う
わ
け

で
は
な

い
点

で
、
言
霊
言
語
と

は
そ

の
起

源
や
内
容

に
お
い
て
全
く

異
な

る
も

の
と

い
う

こ
と
が

で
き
よ
う
。

忌
詞
を
気

に
し
て
お
祝

い
の
席

で

の
司
会
や
祝
辞
を
と
ち

っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ

る
に
し
て
も
、

い
ま
わ
れ

わ

れ

は
言
霊

に
気
づ
か
う

こ
と

は
な
く

な

っ
て
し
ま

っ
て
い
る
。

言
霊
と
い
う
事
象

疎
遠
ま
た
無
関
係
と
な

っ
た
ら
し
い
言

霊
で
は
あ

る
が
、
手
近

か
な
辞
書

の
ほ
と
ん
ど

に
の

っ
て

い
る

の
も
面
白

い
現
象
な

の
で
、
ま
ず
そ

の
御
厄
介

に
な

ろ
う
。

ま
ず

『
広
辞
苑
』

で
は
、
言
霊
を

「言
葉

に
宿

っ
て
い
る
不
思
議
な
霊
威
。

古
代
、
そ

の
力
が

は
た
ら

い
て
言
葉

通
り
の
事
象
が
も

た
ら
さ
れ

る
と
信
じ

ら
れ
た
」
と
説
明
さ
れ
て

い
る
。

な
ん
と

な
く
妥
当
な
標
準
的
な
説
明

で
あ

る
。
『
岩
波
古
語
辞
典
』

は
そ
れ
な
り
に
や
や
く

わ
し
く
な

っ
て
い
る
。
「
言

葉

の
持

つ
神
秘
な
力
。
人
間

に
タ
マ

(霊
力
)
が
あ

る
よ
う

に
、
言
葉

に
も

タ

マ
が
あ

っ
て
、
物
事

の
実
現
を
左

右
す

る
と
未
開
社
会

で
は
強
く
信
じ
ら

れ

て
い
る
。
そ

こ
で

は
言
葉
と
事

と
の
区

別
が
薄
く
、

コ
ト

(言
)

は
す
な

わ
ち

コ
ト

(事
)

で
あ
り
、
言
葉

は
そ

の
ま
ま
事
実
と
信

じ
ら
れ

て
い
る
。
」

こ
の
説
明

に
続

い
て
事

例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
省
略
す

る
。
な

お

『
広
辞

苑
』

に

「
古
代
」

と
あ
る
と

こ
ろ
が
、

こ
こ
で
は

「
未
開
社
会
」
と
な

っ
て

い
る
点
を
注
意
し

て
お
こ
う
。

二
つ
の
辞
書
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、

一
般

に
国
語
辞
典

で
は
特

に
こ
と

わ

っ
て
は
い
な

い
が
、
わ
が
国

の
こ
と
と

し
て
説

明
さ
れ

て
い
る
し
、
読
む

ヘ

へ

側
も

日
本
独
特

の
民
族
的
な
所
産

と
い
う
漠
然
と

し
た
思

い
な
し
の
も
と

に

読

ん
で

い
る
と

い

っ
て
よ
か
ろ
う
。

し
か
し
、
呪
文

・
呪
詞

を
も
た
な

い
民

族

は
な

い
ら
し

い
こ
と
か
ら
、

言
霊

と
い
う
名
称

は
と
も

か
く
と

し
て
、
そ

う

い
う
考
え
や
信
仰
が
諸
民
族
に
も
あ

っ
た
と
考
え

る
の
が
自
然

で
あ

ろ
う
。

『
哲
学
事
典
』

(平
凡
社
)

の

「言
霊
」

の
説
明

は
次

の
よ
う

で
あ

る
。

「
言
語

に
内
在
し
威
力

を
発
揮
す

る
と
信

じ
ら
れ

た
精
霊
を

い
う
。
古

代

の
日
本
人

は
呪
文

の
よ
う
な
ひ
と
続
き

の
有
意
味
的
詞
章

に
精
霊

つ
ま

り
言
霊
が
ひ
そ
ん
で
お
り
、

こ
れ

を
唱
え

る
と
そ

の
言
葉

の
表
現
し

て
い

る
と
お
り
の
結

果
が
現

わ
れ

る
と
信
じ

た
。

こ
れ
が
言
霊
信
仰

で
、

ア

ニ

、、、
ズ

ム
の

一
種
と
考

え
ら
れ

る
。

(中
略
)

一
般

に
言
語

の
霊
力
も
し
く

は
呪
文
を
み
と

め
る
言
語
観

は
大
部
分

の
未
開
民
族

に
見
ら
れ

る
も

の
で

あ

る
が
、

た
と

え
ば

旧
約
聖
書

の
創
世
記

に

『
神
光
あ
れ
と
言

い
た
ま

い

け
れ
ば
光

あ
り
き
』
と
あ

る
の
は

一
種

の
言
霊
的
言
語
観
を
あ
ら
わ
し
て

い
る
と
み
な
さ
れ
る
。
」

あ

へ

言
霊

の
普

遍
性

と
い
う
点

で
、
『
万
葉
集

三
』

(
日
本
古
典
文
学
大
系
)

の

補
注

に
、

メ
ラ
ネ

シ
ア

の

レ
リ

ク
島

の
創
造
神
話
と
、
台
湾

の
高
砂
族

の

「
サ
プ

ラ
ル
ヤ

ル
ヤ

ン
と

サ

シ
ミ
ダ

ル
」
伝
説
が
、
そ

の
例
証
と
し

て
あ
げ

ら
れ
て

い
る
。
ま
た
、

同
じ
こ
と

は
古
代

イ

ン
ド

の
聖
典
ヴ

ェ
ー
ダ

に
も
み

ら
れ
る
。

わ
が
国
の
言
霊
信
仰
に
つ
い
て

言
霊
信
仰

は
ア

ニ
ミ
ズ

ム
の

一
種
と
し

て
多
く

の
未
開
民
族

に
み
ら
れ
、

わ
が
国

に
お
け
る
言
霊
信
仰

は
そ

の
よ
う
な
普
遍

の
中

の

一
特
殊
な

の
で
あ

る
。
で

は
、

そ

の
わ
が
国

の
言
霊
信
仰

の
実
態

・
特
質
、
と
く

に
未
開

・
古

ヘ

へ

代

の
段
階

の
そ
れ
は
ど

う
で
あ

ろ
う

か
。
ま
ず
言
霊
信
仰

の
根
底

は
な

に
か
。

折

口
信
夫

に
よ
れ
ば
、
言
霊
信
仰

は
わ
が
国

の
霊
魂
信
仰

の
延
長
上

に
生
ま
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れ
た
。
古
代

の
呪
詞

は
、
そ
れ
を
初

め
て
表
自
し
た
神

の
威

力

に
よ

っ
て
そ

の
権
威

を
も

っ
て
い
た
か
ら
、
そ

の
詞
章

の
意
味
通
り

の
威
力
を
発
揮
し
た

も

の
と
考

え
た
。

こ
こ
に
言
霊
信
仰
が
現
わ
れ
た

の
で
あ

る

(全
集
第

二
十

巻
)
。
そ

し
て
、
わ
が
国

の
古
代
霊
魂
観

か
ら
し

て
、
言
霊

は
必
然
的

に

「
さ

き

(幸
)
は
ふ
」
も

の
で
あ

っ
た
。
「
さ
き

は
ふ
」
と

は
、
霊
魂
と
し
て

の
当

然

の
威
力

を
発
揮
す

る
こ
と

で
あ

る
。
そ
れ

は
、
呪
詞

に
よ

っ
て
幸
福

な
威

力
が
発
揮

せ
ら
れ
、
そ
れ

に
よ

っ
て
現
わ
れ
た
結
果
を
享
け
る
と
ヒ

う
か
ら

こ
と

あ

で
た
詞
で
あ

る
。
わ
が
国
が

「
言
霊

の
さ
き

は
ふ
国
」

で
あ
れ
ぽ

、
言
挙
げ

が
積
極
的

な
意
味

を
も

つ
こ
と

に
な

る
。
伊
藤
博

の
研
究

に
よ
れ
ば
、

『
日

こ
と
あ
げ

こ
と
あ
げ

こ
と
あ
げ

本
書

紀
』

に
み
ら
れ

る
揚
言

・
興
言

・
称
言
な
ど

の
言
挙

の
本
来
を
投
影
し

て
い
る
用
例
か
ら
も
、

こ
の
こ
と

は
明
ら

か
な

の
で
あ
る

(『
萬
葉

集

の
表

現

と
方

法
』
)
。

あ

へ

次
に
言
霊
と
言
葉

の
関
係

は
ど
う

か
。
言
霊

は
ど

ん
な
語

の
断
片

に
も
潜

ん
で

い
た

の
で
は
な
い
。
完
全
な
言
語

の

一
続
き

で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
か

っ

た
。

神
託

の
文

章
に
、
そ

し
て
よ
ご
と

・
の
り
と

に
宿

っ
て
は
た
ら
く

の
で

あ
る
。
そ

の
ほ
か

に
は
、

か

つ
て

一
続
き

の
形

で
あ

っ
た
言
語

の
断
片
化
し

て
残

っ
た
も

の
、
す
な
わ
ち

い
ま
断
片
化

し
て
い
る
が
本
来

の
意
味
を
、
そ

の
使
用
法

に
よ

っ
て
感
ず

る

こ
と

の
で
き
る
詞
、

こ
れ
以
外

に
は
言
霊
が
内

在
す

る
と

は
考
え
ら
れ

て
い
な
か

っ
た
。
そ
れ
は
呪
文

に
潜

ん
で
い
る
精
霊

で
あ

り
、
単
語

に
宿

る
も

の
で
は
な
か

っ
た
。

言
霊
と

は
文
章
精
霊

ま
た
詞

章
精
霊
と
す

る
の
が
誤
解
が
な

い
と

い
う

こ
と

で
あ
る
。

し
か
し
、

ふ

つ
う

は
言
霊

の
言

に
つ
い
て
は
単
語
か
ご
く
短

い
語

句
を
連

想
す

る
。
事
実
、
言
霊
が
内
在
す

る
の
は
、
文
章

で
あ

る
よ
り

は
、

呪
詞

.

諺

・
枕
語

な
ど
で
あ

る
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。
し

か
し
、
そ
れ

は
時
代

の
推

移

に
よ
る
変
化

で
あ

っ
て
、
本
来

で
は
な

い
。
詞

の
断
片

・
呪
詞

・
諺

・
枕

詞

で
あ

っ
て
も
、

そ
れ
ら
が

か

つ
て
使

わ
れ

て
い
た
文
章
全
体

の
意
味
を
含

み
、
ま
た

に
お
わ
し
て
い
る
か
ら
、
言
霊

の
存
在

を
そ
れ
ら

に
考
え

る
こ
と

が

で
き
る

の
で
あ
る
。

し
か
し
、
今

日
に
い
た

っ
て
、
そ
れ
ら

の
う
ち

の
多

く

は
、
か

つ
て

の
文
章
全
体

の
も

つ
意
味

を
か
ぎ

と
る
こ
と

の
出
来
な

い
も

の
と
な

っ
て
し
ま

っ
て
い
る
。

『
万
葉
集
』

の
枕
詞

に

つ
い
て
、
そ

の
多
く

が
意
味
不
明
で
あ
る

こ
と

は
そ

の
こ
と
を
物
語

る
と

い
え
よ
う

(稲
岡
耕

二

『
万
葉
集

の
作
品
と
方

法
』
)
。

さ
ら
に
、
言
霊
が

「
さ
き

は
ふ
」

に
は
、
そ

や

そ

ち
ま
ね

ゆ
う

け

と

れ

に
ふ
さ
わ
し

い
場
が
か
ぎ

ら
れ
る
。

「
言
霊

の
八
十

の
衢

に
夕
占
問

ふ

う
ら
ま
さ

の

い
も

占

正
に
告

る

妹

は
あ

ひ
寄
ら
む
」

(『
万
葉

集
』

巻
第
十

一
、

二
五
〇

六
)

こ
れ

は
人
麻

呂
集

に
お
け

る
言
霊

の

一
例

で
あ
る
。
伊
藤

博

の
説
明
に
よ
れ

や

そ

ち
ま
た

ま
れ
び
と

ば
、

「
八
十

の
衢
」

は
、
古
代
人

に
と

っ
て
、
稀

人
が
往
来
し
、
常

緑
樹
が

繁
茂

し
、
市
が
開

か
れ
、
歌
垣
が
催
さ
れ

る
聖
な
る

「
場
」

で
あ

っ
た
。

こ

の
よ
う
な
特
殊
な

「場
」

で
あ

る
か
ら

こ
そ
、
言
語
が
霊
力
を
振
う
と
信
じ

こ
と
あ
げ

ら
れ
た
の
で
あ

る
。
ま

た

『
播
磨
風
土
記
』

の
地
名
説
話

に
登
場
す
る
言
挙

の
お
か

阜

は
、

元
来
肯
定
的
な
言
語
行
為

を
決
ま

っ
て
行
う
特
殊
な
丘
で
あ

っ
た
は

ず

で
、

丘
と
い
え
ば
国
見
が
想

わ
れ
、
国
見
な
ど

の
祭
式
が
行
な
わ
れ
、

神

々
に
関
す
る
詞
章
が
言
挙
げ

さ
れ
る
丘
、
そ
れ
が

「
言
挙
阜
」
だ

っ
た

の
で

く

ぶ

た

ち

あ
ま
か
し

こ
と

あ

ろ
う
。
さ
ら

に
、
探
場
盟
約
を
し
た
と

こ
ろ
を

「
甘
橿

の
丘

の
辞

の
八
十

禍
津

日
の
岬
」
と
呼

ん
で
い
る
。
言
霊

は
、

こ
の
よ
う

に
ど

こ
で
も
と

い
う

わ
け
で
は
な
く
、
祭
式
な
ど

の
聖
な

る
特
殊
な
場

に
お

い
て
、
そ

の
霊
威
を

発
揮
す

る
の
で
あ

っ
た
。

言
霊
信
仰
か
ら
言
霊
思
想
へ

お
お

み

よ

本
居
宣
長
流

に

い
え
ば
、
古

の
大
御
世

に
は
言
霊
と

い
う
言
挙
げ

は
さ
ら

に
な
か
り
き

で
あ
る
。
言

霊
と

い
う
言
挙
げ

は
い
つ
は
じ

ま

っ
た

の
か
。
そ
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れ
を
拾

っ
て
み

よ

う
。

ま
ず

『
万
葉
集
』

(
七
九
〇
年

こ
ろ
成
立
)

に
登
場

し
、
『
続

日
本
後
記
』

(八
五
五
年
完

成
)
、
『
延
喜
御
集
』

(十

二
世
紀
後
半
)
、

『
加
茂
保
憲
女
集
』

(十

一
世
紀
前

半
)

『
大
鏡
』

(十

二
世
紀
前
半
)
『
清
輔

集
』

(十

二
世
紀
後
半
)
な
ど
で
あ
る
。
注

目
さ
れ
る
こ
と

は
、
e
使
用
例
が

意
外

に
少
な

い
こ
と
、
口

『
万
葉
集
』

以
前

に
は

み

ら
れ

な

い

こ
と
、
国

『
万
葉
集
』

で

は
そ

の
代
表

的
な
歌
人
で
あ

る
柿
本
人
麻
呂
と
山
上
憶
良

の

歌

に
の
み
み
ら
れ
る

こ
と
、

四
右

の
文
献

で
は
言
霊

の
語

は
和
歌

の
中

に
使

わ
れ

て
い
る
こ
と
な
ど
で
あ

る
。

こ
こ
で
ま
た
ま
た
辞
書

の
お
世
話

に
な
る
こ
と

に
す

る
。

「
上
代

の
例

に

は
、

外
国

に
対
し
て
、

独
自

の
言
語

を
も

っ
た
国

の
自
負

の
よ
う
な
も

の
が

み
ら
れ
」

と
あ
る

(『
日
本
国
語
大
辞
典
』
小
学
館
)
。
上
代
と

は
、
国
文
学

史
で
は

一
般

に
奈
良
時
代

を
、

ま
た
せ
い
ぜ

い
そ

の
前
後
を
含

め
た
時
代
を

指
す
。

先

に
挙
げ

た
文
献

で
上
代

に
属
す

る
の
は

『
万
葉
集
』

の
み

で
あ

る
。

そ
も
そ
も
言
挙
げ
と

い
う
こ
と

は
存
在

か
ら
自
覚

へ
の
推
移

の
う
え

に
成
り

立

つ
。

そ

の
推
移
の
背
景
と

し
て
、
外
国

に
対
す

る
大
和

の
国
、
外
国
語

に

対

す
る
国
語

と

い
う
こ
と

を
意
識

し
な
い
わ
け

に
は
い
か
な

か

っ
た
事
情
を

考

え
る
こ
と
が

で
き

よ
う
。
最
も
古

い

『
万
葉
集
』

の
言
霊

は
何
を
語

る
の

で
あ

ろ
う
か
。
柿
本

人
麻
呂

は
万
葉
最
盛
期

に
先
立

つ
第

二
期
、
持
統

・
文

武
両
朝

の
宮
廷
歌

人
と

し
て
活
躍

し
た
。
人
麻
呂

の
言
霊

の
語
を
含
む

二
首

の
う
ち
、

一
首

は
す

で
に
引

用
し
た

「
言
霊

の
八
十

の
衢

・
:
・」

で
あ
る
。

こ
こ
で
は
他

の

一
首

を
と

り
あ
げ

る
。
そ

の
歌

は
次

の
長
歌

に
つ
い
た
反
歌

に
み
え
る
。

み
ず

ほ

葦
原
の

端
穂
の
国
は

神
な
が
ら

言
挙
せ
ぬ
国

然
れ
ど
も

言
挙

こ
と
さ
き

ま

さ
き

ま

つ
っ
み

さ
き

あ
り

ぞ

わ
が
す

る

事
幸
く

真
幸
く
坐

せ
と

恙
な
く

幸
く
坐
さ
ば

荒

そ

な
み

磯
波

あ
り
て
も
見
む
と

百
重
波

千
里
波
し
き
に

言
挙
す
わ
れ

言
挙
す
わ
れ

反

歌

し

き

し
ま

や
ま
と

さ
き

さ
き

磯
城
島

の
日
本

の
国

は
言
霊

の
幸

は
ふ
国
ぞ
ま
幸
く
あ

り
こ
そ

(
日
本
古
典
文
学
大
系

巻
第

十
三
、

三
二
五
三

・
三
二
五
四
)

こ
の
歌

の
冒
頭

に

「
(日
本

の
国
は
)
神
な
が

ら
言
挙
げ

せ
ぬ
国
」
と
あ

る
。

「
言
挙
げ
」

の
語

は
人
麻
呂
以
前

に
は
例
が
な
い
こ
と
、
文
献

に
あ
ら
わ
れ

る
言
挙
げ

の
語
が
す
べ
て
言
挙
げ

を
し
な
い
こ
と

を
美
徳
と
す

る
人
間

心
情

を
前
提
と
し

て
使
わ
れ
て

い
る
こ
と

(伊
藤
博

前
掲
書
)
な
ど

か
ら

し
て
、

わ
が
国

は
神
代
か
ら
言
挙
げ

し
な
い
国
で
あ

る
と

い
う
観
念

は
人
麻
呂

の
時

代

に

一
般
と
な

っ
て

い
た
ら
し

い
。

こ

の

「
神

な
が
ら
言
挙
げ

せ
ぬ
国
」
と

「
言
霊

の
幸
ふ
国
」

と
は
対

立

・
矛
盾
す

る
考

え
方

に
立

っ
て
い
る
。
そ
れ

ゆ
え

に
、
人
麻
呂

は
当
時
の

一
般
常
識

に
対

し
て
昂
然
と

「
然
れ
ど
も
言
挙

ぞ
わ
が
す
る
」

と

の
べ
、
「
日
本

の
国
は
言
霊

の
幸

ふ
国
ぞ
」
と
断
定

し
て
、

言
霊

の
幸

い
を
も
た
ら
す
威
力

を
自

他
に
い
い
き

か
せ
納
得

せ
る
よ
う
強
調

し

て
い
る
。

言
霊

の
語

は
人
麻

呂
以
前

に
は
例
が
な

い
。

こ
の
最
初

に
文
字

に
書
か
れ
た
言
霊

は
、

そ

の
使
わ
れ
方

か
ら
す

れ
ば
、
古
来

の
言
霊
信
仰

に

棹

さ
し
、

確
認
し
、
納
得
し
、
説

得
し
よ
う
と

い
う
思

い

・
願

い
、
さ
ら

に

は
信
念
を
そ

こ
か
ら
読
み
と
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。

し
か
し
、
そ

の
思

い

・

願

い

・
信
念

は
古

来

の
言
霊

信
仰

か
ら

一
歩
踏

み
出

し
た
と

こ
ろ
か
ら
わ
き

お

こ
る
態

の
も

の
で
あ
る
と

い
わ
ざ

る
を
え
な
い
。

人
麻
呂

に
そ

の

一
歩

を
踏

み
出

さ
せ
た
事
情
と

し
て
、
人
麻
呂

に
お
け

る

や

ま

と

ヘ

ヘ

へ

も

唐
国

に
対
す
る
日
本

の
国
と

い
う
国
家
意
識

を
あ
げ

る
こ
と
が

で
き

よ
う
。

そ
れ

は
わ
が
国

に
お
け
る
文
字

の
使

用
、

国
文
学

の
発
生
と

い
う
歴
史
的
過

程

の
中

に
お
け
る
出
来
事

で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
人
麻
呂

は
、

口
誦
言
語

か

ら
文
字
言
語

へ
の
転
化

の
時
期

に
生
き
、

口
誦

で
は
異
質

の
文
字

に
記
す

ご
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と

に
お
い
て
考

え
、

か
つ
歌

っ
た
歌
人

で
あ

る

(西
郷
信
綱

・
稲
岡
耕

二
)
。

最
近

の
研
究
成
果

に
従
え
ば
、
和
文

の
細
部
ま

で
表
わ
す

こ
と

の
で
き
る
国

語
表
記
法

は
七
世
紀
末
ご

ろ
ま

で
に
考
案
さ
れ

て
い
た
と

い
う
。
ち

ょ
う
ど

人
麻

呂
の
活
躍

し
た
時
代

に
重
な

っ
て
く

る
。
そ

の
重
な
り

に
お

い
て
、

人

麻

呂
を
通

し
、
彼

を
境
と
し

て
、
呪
術
的
な
集
団

の
歌
謡

か
ら
個

の
悲
歎

を

形
象
す

る
創
造
詩
歌

へ
の
変
化

(稲
岡
耕

二

『
万
葉
集

の
作
品
と
方

法
』
)
が

あ

ら
わ
れ
、
言
霊
詞
章

に
お
け

る
伝
統
を
引
き
な
が
ら
も
、
新
し

い
万
葉
的

な
対
句
表
現

の
形
成
発
達

(伊
藤
博
)
も
起

っ
た

の
で
あ

る
。
そ
し
て
、

こ

の
変
化

の
推

移
は
ま
た
漢
字

・
漢
語

・
漢
詩
文

の
影
響
と
そ
れ
か
ら

の
脱

却
、

文
字
言
語

に
よ
る
日
本
的
表
現

の
彫
琢
と
そ

の
定
着

の
過
程

で
も
あ

っ
た
。

こ
と

か
ら

あ
や

め

「言

さ

へ
く
百
済
」
「
言
さ

へ
く
韓
」
「
さ

ひ
づ
ら
ふ
漢
女
」
と

い
う
表
現

が

入
麻

呂
と
人
麻
呂

の
時
代

に
限

っ
て
使
わ
れ

て
い
る
と

い
う

こ
と
か
ら
し
て
、

人
麻

呂
に
お
い
て
言
霊

は

「
日
本
」

の
言
霊
と
な

っ
た
と

い
え
よ
う
。

こ
う
き
よ
こ
う
ら
い

次

に
山
上
憶
良

の
好
去
好
来

の
歌

に
お
け
る
言
霊
を
と
り
あ
げ

て
み
よ
う
。

っ

や
ま
と

す
め
か
み

い
っ
く

神
代

よ
り

言

ひ
伝

て
来
ら
く

そ
ら
み

つ

倭

の
国

は

皇
神

の

厳

し
き

国

言
霊

の

幸

は
ふ
国
と

語
り
継
ぎ

言
ひ
継
が
ひ
け
り

今

こ
と
こ
と

さ
は

の
世

の

人
も
悉

目

の
前

に

見
た
り
知
り
た
り

人
多

に

満

ち
て

み

か

ど

か
む

め
で

あ
め

は
あ

れ
ど
も

高
光

る

日
の
朝
廷

神
な
が
ら

愛

の
盛
り

に

天
の

し
た

ま
を

え
ら

お
お
み
こ
と

い
た
だ

も
こ
ろ
し

下

奏

し
給

ひ
し
家

の
子
と

撰
び
給
ひ

て

勅
旨

載
き
持

ち
て

唐

つ
か
わ

ま
か

い
ま

う
な
ば
ら

へ

お
き

の

遠
き
境

に

諸
さ
れ

罷
り
坐
せ

海
原

の

辺

に
も
奥

に
も

神

う
し
ま

い
ま

も
ろ
も
ろ

ふ
な
の
へ

づ

ま
り

領
き
坐
す

諸

の

大
御
神
た
ち

船

舳

に

導

き
申

し

天

や
ま
と

お
お
く
に
た
ま

あ
ま

地
の

大
御
神

た
ち

倭

の

大
国
霊

ひ
さ
か
た

の

天
の
御
空

ゆ

あ
ま
が
け

こ
と
お
わ

天
翔

り

見
渡

し
給

ひ

事
了
り

還
ら
む
日
は

ま
た
さ
ら
に

大
御

み

て

か

す
み
な
わ

神

た
ち

船
舳

に

御
手
う
ち
懸
け

て

墨
繩

を

延

へ
た
る
如
く

あ

ち

か

さ
き

み

つ

は
ま
び

た
だ

は

ち
か
を
し

値
嘉

の
岬
よ
り

大
伴

の

御
津

の
浜
辺
に

直
泊

て
に

み

ふ
ね

つ
つ
み
な

さ
き

い
ま

御
船

は
泊
て
む

恙
無
く

幸
く
坐

し
て

早
帰
り
ま
せ

(巻
第
五

・
八

九
四
)

山

上
億
良

(六
六
〇
1
七

三
三
)

は
人
麻
呂

に
少
し
お
く
れ
、
万
葉
最

盛

期

で
あ

る
第

三
期

に
活
躍

し
た
歌
人

で
あ

る
。

こ
の
歌

は
、
憶
良
が
、
天
平

た

ち

ひ

四
年

遣
唐
大
使

に
任
命
さ
れ
た
多
治
比
広
成

に
、
翌

五
年
出
発

に
際
し
て
送

っ
た
歌

で
あ

る
。
憶
良
自
身
七
〇

二
年
遣
唐
使

に
加
わ

っ
て
渡
唐

し
、
七
〇

四
年

に
帰
朝

し
て
い
る
。

こ
の
経
験

の
影
響
す

る
と

こ
ろ

は
大
き
く

、
憶

良

の
作

品
に
は
唐
土

で
の
生
活
を
通
し

て
仏
教

・
道
教

・
儒
教
な
ど

の
中
国
思

想
に

っ
い
て
深
く

理
解
す

る
と

こ
ろ
が
あ

っ
た

こ
と
を
思
わ
せ
る
。

し
か
し
、

や
ま

そ
の
憶
良

は
唐

に
滞
在
中
、
故
国

日
本
を

お
も

っ
て

「
い
ざ
子
ど
も
早
く

大

と

み

つ

和

へ
大
伴

の
御
津

の
浜
松
待

ち
恋

ひ
ぬ
ら
む
」

(巻
第

一
・
六
三
)
と
う
た

っ

た
人
物

で
あ

る
。

日
本

に
つ
い
て
の
自
覚

は
人
麻
呂
を

こ
え

て
深

い
認
識

の

段
階

に
達

し
て
い
た
こ
と

で
あ

ろ
う

し
、
そ
れ
が
憶
良

の
言
霊
観

の
内
実

を

規
定

し
て
い
た
こ
と

で
あ

ろ
う
。
そ
れ
を
証

す

る
か

の
よ
う

に
、
好
去
好
来

の
歌

に
お
い
て
憶
良

は
、

日
本

の
国
を

「
皇
神

の
厳
し
き
国
」
、
「
言
霊

の
幸

は
ふ
国
」
と

し
、
そ
れ

を
神
代

よ
り

の
伝
統
と
歌

っ
て
い
る
。
憶

良

の
言
霊

観

は
人
麻

呂
の
そ
れ
と
基
本
的
に
は
共
通
す
る
と

い

っ
て
よ

い
。

人
麻

呂
と
憶
良

の
言
霊
観
を
ま
と

め
て
み
る
と
、
e
祭
式
詞
章

に
言
霊

を

実
感

し
た
時
代

の
流
れ
を

ひ
き
な
が
ら
も
、
そ

の
時
代
を

一
歩

踏
み
出
し
て

過
去

の
も

の
と

せ
ざ

る
を
え
な

い
時
代

の
、
古

い
と
と
も

に
新

し

い
言
霊

で

あ

り
、
口
対
外
的

に
は
唐
国

に
対
す

る
日
本

の
国
と

い
う
国
家

意
識
に
支

え

ら
れ

た
言
語
主
張

で
あ
り
、
国
時
代

の
先
覚
者

の
日
本
語

の
活
力

・
日
本
語

の
優
秀
性

に
対
す

る
自
己
説
得

で
あ
り
、
四
し
た
が

っ
て
、

こ
こ
に
言
霊
信

仰

は
、
言
霊

の
存
在
を
意
識

し
自
覚
し
観
念
化
す
る

こ
と

に
よ

っ
て
、
言
霊

信
念

・
言
霊
思
想

の
段
階

へ
移
行
し
た

こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
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さ

て
、
言
霊
が
存

在
か
ら
意
識

・
観
念

へ
、
信
仰

か
ら
信
念

・
思
想

へ
と

移
行
す
る

こ
と

は
、
古

来
の
言
霊

信
仰

か
ら
脱
却

し
解
放
さ
れ

る
こ
と
を
意

味
す

る
。
人
麻
呂

・
憶
良

に
お
け
る
こ
の
移
行

の
底

に
は
、
言
霊
を
バ
ネ
と

し

て
日
本
語
和
文
、

と
く

に
和
歌

の
自

立
を
達
成

し
よ
う
と
強
烈
な
意
欲
が

感
じ
ら
れ
る
。

目
ざ

す
と

こ
ろ
は
和
歌

の
自

立
で
あ

っ
て
、
そ

の
た

め
に
は

言
霊

の
霊
力
を
借
り
て
活
か
し
用

い
れ
ば

よ
い
の
で
あ

っ
た
。
人
麻
呂

.
憶

良

に
お

い
て
、

そ
れ
以
上
に
言
霊

思
想
論

を
展
開
す

る
必
要

は
な

い
と

い
う

こ
と

に
な
る
。

両
者

に
よ

っ
て
和
歌

の
道
が
固
ま
れ
ば
、
以
後
言
霊
信
念

・

言
霊
思
想
そ
れ
自
体

は
思
索

の
対
象
と

は
な

り
え
な

い
し
、
言
霊

の
霊
威
が

口
に
さ
れ
る

こ
と
も
き

わ
め
て
稀
と

な
る
の
も
当
然

で
あ

る
。
人

々
の
営
為

は
、
人
間

の
自

立
的

な
営
み
で
あ

る
文
字
言
語
活
動
と

し
て
の
和
歌

・
物
語

の
創
作

に
向

い
、
日
本
文
学

の
伝
統
が
形
成

さ
れ

る

こ
と

に
な

る
。
人
麻

呂

・
憶
良

に
よ

っ
で
呼
び
出
さ
れ
た
言
霊

は
そ

の
後
再
び
本
来

の
存
在
自
体

に
鎮

っ
た
と

い
え
よ
う
。

し
か
し
、

日
本
人

の
言
語
活
動

の
歴
史

の
な
か

に

お
け

る
節
目

に
は
、

言
霊
は
存
在

か
ら
呼
び
覚
さ
れ

て
、
新

し
い
様
態

に
お

い
て
言
挙
げ
さ
れ
る
運
命

に
あ
る
。
そ

の

一
つ
を

『
古
今
和
歌
集
』

の
い
わ

ゆ
る

「
仮
名
序
」

の
次

の
こ
と
ぽ

に
み
る
こ
と
が

で
き

よ
う
。

ち
か
ら
を
も

い
れ
ず

し
て
、
あ

め

つ
ち
を
う

で
か
し
、

め
に
見
え

ぬ
神

を
も
、
あ

は
れ
と
お
も
は
せ
、

お
と

こ
女

の
な

か
を
も
や

は
ら
げ
、
た
け

き
も

の
二
ふ

の
こ

玉
ろ
を
も
、

な
ぐ

さ
む

る
は
哥
な
り
。

『
古
今
和
歌
集
』

は

『
万
葉
集
』

に

つ
ぐ
歌
集

で
あ
り
、

『
万
葉
集
』
と

鋭
く
対
立
す
る
歌
風
を
も

ら
、
古
今
調

を
創

り
出

し
、
平
安
以
降

の
文
芸

の

規
準
と
方
向
を
定

め
た
と

い
わ
れ
る
。
そ

の
撰
者

で
あ

る
紀
貫
之

(八

五
九

-

九
四
五
)

は
後
世

人
麻

呂
と
と
も

に
歌
聖
と
仰
が
れ
た
。
貫
之

の
筆

に
な

る

「
仮
名
序
」

の
右

の
文

に
簡
潔

に
示

さ
れ

て
い
る
歌

の
徳

に
言
霊

の
生
れ

か
わ
り
を
み
る
こ
と
が

で
き

る
の
で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。

近
世
に
お
け
る
言
霊
の
呼
び
も
ど

し

近
世

に
な
る
と

日
本

の
言
葉

・
文
字

・
思
想

へ
の
関
心
が
深
ま

っ
て
く
る
。

そ

れ
は
作
歌
と
歌
学

の
う
え

で
古
代

の
言
葉

の
研
究
が
必
要
で
あ

っ
た
こ
と
、

そ

れ
に
伴

っ
て
古
代

日
本
人

の
固
有

の
精
神
が
問
わ
れ
る
よ
う

に
な

っ
た
こ

と

に
よ
る
。
そ

れ
ら

に
加

え
て
、
儒
学
が
盛

ん
に
な
る

に
と
も
な

っ
て
漢
語

漢
文

に
対
す

る
和
語
和
文

の
相
違

に
関
心
が
向

い
た
こ
と
、
中
世

の
学
問
が

神
儒
仏
道

な
ど

を
混
淆

し
、
牽
強
附
会
が
多
く
、
晦
渋
難
解

を
き

わ
め
た
こ

と

か
ら
脱
却

し
よ
う
と

し
た

こ
と
な
ど

の
事
情
も
あ
る
。
か
く
て
和
語

和
文

の
語
学
的

研
究
と
古
代
精
神

の
認
識
と
を
柱
と
し

て
元
禄
時
代
以
降
、

国
学

が
発
展
す

る
こ
と

に
な

る
。

こ
う
し
た
過
程

に
お

い
て
呼
び
さ
ま
さ
れ
呼
び

も
ど

さ
れ
る
言
霊

は
、
言
霊
思
想
と
し

て
は
よ
り
対
自

化
さ
れ
、

言
霊
学

へ

と

展
開
す

る
こ
と

に
な
る
。

こ
の
展
開

の
な
か
で
国
学

・
和
学

の
大
本
を
確
立
し
た
賀
茂
真

淵

(
一
六

九

七
-

一
七
六
九

元
禄
十
-
明
和

六
)

は
言
霊
を
次

の
よ
う

に
定
義

し
て

い
る
。

コ
言
呈
盂
は
、

い
ふ
言

に
即
神

の
御
霊
ま
し
ま
し

て
助
く
る
よ
し
也
。」

(『
万
葉
考
』
全
集
第

二
巻
)

こ
の
定
義
自
体

は
あ
り
き
た
り

の
も

の
と

い
え

る
が
、
『
語
意
考
』

(全
集
第
十
九
巻
)

に
は
次

の
よ
う

に
の
べ
ら
れ

て
い
る
。

こ
れ
の
日
い

つ
る
国

(日
本
)

は
、

い
つ
ら

の
こ
ゑ

の
ま

に
く

こ
と

(言
)

を
な
し
て
、

よ
う

つ
の
事
を
く
ち

つ
か
ら

い
ひ
伝

へ
る
く

に
也
。

そ
れ

の
日
さ

か
る
国

(中
国
)

は
、
万

つ
の
事

に
か
た

(絵
)

を
書

て
し

る
し
と
す

る
国
な

り
、

か
れ

の
日
の
い
る
国

(印
度
)

は
、

い
つ
ら
は
か

り
の
こ
ゑ
に
か
た

を
書

て
、
万

つ
の
事

に
わ
た
し
用
る
国
な
り
。

こ
の
よ
う
に
三
国

の
問

に
は
根
本
的
な
相
違
が
あ
る
こ
と
を
認

識
し
、
そ
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ヘ

ヘ

へ

の
相
違

の
原
因
と
し
て
民
族
性

に
着
眼
す
る
。
す

な
わ
ち
中
国
人

は
巧
み
な

る
事
を
好
む
か
ら
、
印
度

人

は
こ
ま
や
か
な
る
思

い
か
ね
を
好
む

か
ら

で
あ

る
と
し
、
わ
が
民
族

に
つ
い
て

は
、

「
こ
れ
の
日
出

る
国

は
し
も
、
人

の
心

な

ほ
か
れ
ぽ
事
少
な
く
、
言
も
し
た
が
ひ
て
す
く

な
し
、
事
と
言
も
少
な
け

か
れ

れ
ぽ
、
惑
ふ

こ
と
な
く
忘
る

鼠
時
な
し
。
故

天

つ
ち
の
お
の

つ
か
ら
な

る
い

こ
ゑ

っ
ら

の
音

の
み

に
し

て
た
れ
り
。
」
と
説
明
さ
れ
る
。
こ
の
天
地

の
お
の
つ

か

ら
な

る
い
つ
ら

の
音

は
つ
ぎ

の
よ
う
な
構
造

を
そ

な
え
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、

い
つ
ら

の
こ
え

は
た

て
の
音

の
お
こ
れ
る
こ
と
、

た
て

・
よ
こ
の
音

の
通
う

こ
と

の
み

で
は
な
く
、

「
定

め
有

(る
)
こ
と
ば

の
分

ち
は
横

の
音

に
こ
そ
あ

そ
の

れ
。
其

一
っ
は
こ
と

は
じ
む
る

(言
初
)
こ
ゑ

(音
)
、

二

つ
は
こ
と
う
こ

か
ぬ

(言
体
)

こ
ゑ
、

三
つ
は
こ
と
動
く

(言
用
)

こ
ゑ
、
四

つ
は
こ
と

お
ふ
す

る

(言
令
)

こ
ゑ
、

五
つ
は
こ
と
た
す
く
る

(言
助
)

こ
ゑ
」

な
の
で
あ

る
。

こ
こ
で
真
淵

は
、
「
こ
の
分
ち
し
る
時

こ
そ
、
こ

x
の
言
は
明
ら
か
な
れ
、

あ
め
つ
ち

か
む
ろ
ぎ

し
か
あ
れ
ば
、
是
ぞ
此

こ
と
ば

の
国

の
天
地

の
神
祖

の
教

へ
給

ひ

し

こ
と

ひ
と
く
に

(言
)

に
し
て
、
他
国

に
は
あ
ら
ぬ
言

の
た
め
し
な
る

こ
と
を
知

へ
し
」
と

強
調

し
、
そ
れ

ゆ
え

に
わ
が
国

は
い
に
し
え
よ
り
言
霊

の
幸
わ
う
国

な
の
で

あ

る
と

の
べ
て
い
る
。

真
淵

の
五
十
音
図
と

五
段
活
用
説

は
仙
覚
以
来

の
音
義
的
解

釈

に
ょ
る
も

の
で
、

活
用
図
の
原
始
形
態
と

は
認

め
が
た

い

(時
枝
誠
記

『
国
語
学
史
』
)

と

い
わ
れ
て
い
る
が
、
真
淵

に
お
い
て
は
、

五
十
音
図

は
天
地

の
お

の
つ

か

ら
な
る
も

の
で
あ

り
、

天
地
の
神
祖

の
教
え
た
も
う
た
も

の
で
あ
り
、
そ
れ

ゆ
え
に

い
う
言
に
神
霊

つ
ま
り
言
霊
が
宿

り
働
く

の
で
あ

る
。
言
霊

は
他
国

の
言
語
に

は
な

い
五
十
音
図
と

五
段
活
用

に
お
い
て
そ

の
存
在
を
確
認
さ
れ

る

の
で
あ
る
。
ひ
と
に
あ

っ
て
は
、
言
霊

は
五
十
音
図

の
音

の
ま
ま

に
し
た

が
う
言
葉

に
宿

る
の
で
あ

る
が
、

五
十
音
図

の
音

の
ま
ま

に
と

は
天
地

の
お

の
つ
か
ら

に
従

い
、

理
を
立
て
作
為

を
加
え

る
こ
と
を

し
な

い
こ
と

で
あ
り
、

そ
れ

は
た
だ
ち
に
人

の
心
が
直

い
こ
と
素
朴

な
こ
と

で
あ

る
。
そ

の
よ
う
な

あ
り
よ
う

は
古
代
日
本
人
と
く

に
万
葉

人
に
典
型

を
み

る
こ
と
が

で
ぎ

る
の

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
典

型
を
さ
ら
に
問

い

つ
め
て
み
る
な
ら
ば
、
真
淵

に

と

っ
て
、

「
天
地

は
よ
う
つ

の
も
の

の
父
母
」

で
あ

っ
て
、
万
物

は
そ

の
直

さ

に
お

い
て
天
地

の
お

の
つ

か
ら
に
そ

う
こ
と

に
な

る
の
で
あ

る
。

こ
こ
に

お
い
て
、
真
淵

の
古

代

は
歴
史

に
お
け
る
そ
れ

で
は
な
く
、
超
歴
史
的
な
原

自
然

で
あ

っ
て
、
そ
こ

に
生
活
す
る
古
代
人

は
文
明
と

は
全
く

か
か
わ
り

の

な

い
自
然
人

で
あ
る
。
そ

の
古
代
精
神

と
は
原
始

の
自
然
的

心
性

に
ほ
か
な

お
よ
そ

ら
な

い
。

こ
の
こ
と
を
真
淵

に
語
ら
せ
れ
ば
、

「
凡
天
地
の
際

に
生
き
と

し

生
け

る
も

の
は
、
み
な
虫

な
ら
ず

や
、

そ
れ

が
中

に
、
人

の
み
い
か
で
貴
く
、

人

の
み

い
か
な

る
こ
と
あ
る

に
や
、
唐

に
て
は
、

万
物

の
霊
と

か
い
ひ
て
い

と
人
を
貴

め
る
を
、
お

の
れ
が
お
も
ふ
に
は
、

人
は
万
物

の
あ

し
き
も

の
と

そ

い
ふ
べ
き
」

(『
国
意
考
』

全
集
第

十
九
巻
)
と

い
う
こ
と

で
あ

る
。

真
淵

に
あ

っ
て
は
、
天
地

は
万
物

の
父
母
で
あ

っ
て
、

万
物

を
そ
れ
ぞ
れ

に
生

か
し
生
を
全
う
さ

せ
る
お

の
つ
か
ら

の
霊
妙

な
威
力

を
発
揮
す

る
。

こ

の
天
地

の
お
の
つ

か
ら

の
霊
威
が
神
霊
な

の
で
あ

っ
て
、

こ
の
神
霊

は
万
物

に
や
ど
り
、

こ
と
ば

に
い
ま
す
神
霊
が
言
霊
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
場
合
、

言
霊

は
ど

ん
な

こ
と
ば

に
も
や
ど
る
わ
け
で

は
な
い
、

言
霊

の
い
ま
す

こ
と

ば

は
天
地

の
声

で
な
く

て
は
な
ら
な

い
。
具
体
的

に
そ
れ

は
、

大
陸

文
化
と

く

に
そ

の
文
字
文
化
が
伝
来
す
る
以
前
、
原
自
然
を
保

っ
て

い
た
時
代

の
わ

が
国

の
古
語

に
、

『
万
葉
集
』

の
歌

に
残
さ
れ

て
お
り
、
ま
た
五
十
音
と

そ

の
五
段

の
活
用

に
よ

っ
て
今

日
に
生
き

て
い
る
日
本

の
こ
と
ば

で
あ

る
。

真
淵

の
関

心
は
言
霊

に
向

っ
て
い
な

い
。
そ
れ
ゆ
え

に
玉
手
箱
を
こ
じ
あ

け
る
よ
う
な
強
引
な

こ
と
を
や
り
、
玉
手
箱

に
か
な
り

の
傷
を

つ
け
た
か
も
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し
れ
な

い
。
真
淵

の
関

心
は
、
言
霊

の
い
ま
す
古

語

の
音
義
的

研
究

に
む

か

い
国
語
学

の
発
展

に
寄
与
す

る
と

い
う
成
果
を
も
た
ら
し
、

言
霊

の
幸

わ
う

古
代

の
精
神

の
探
求

に
お
い
て
、
文
明
発
生
以
前

の
原
自
然
を
古
代

に
、

天

地

の
お
の
つ

か
ら

の
ま
ま
な

る
原
始

の
自
然
的
心
性
と
し
て

の
直

さ
を
古
代

へ

あ

精
神

の
本
質
と
し

て
発
見
し
、
古
代
と
古

代
精

神

へ
の
回
帰

の
主
張
と
な

っ

て
い

っ
た
。
真
淵

は

『
国
意
考
』

で
次

の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

ま
ず

た
だ
今

の
御
世

に
て
た
と

へ
む

に
、
先
罪
深
き

は
人
を
殺

せ
し
よ
り
大

な

る
は
な
か
る
べ
し
。

然
る

に
、
今

よ
り
先

の
世
大
き

に
乱

て
、
年
月
み

い
く
さ

な
軍
し

て
人
を
殺
せ
り
、
其
時

一
人
も
殺

さ
で
有

し
は
、
今

の
な

ほ
人
ど

も

(庶
民
)

な
り
。
人
を
少
し
殺
せ
し
は
、
今

の
旗
本
、
侍
と

い
ふ
。
今

少
し
多
く
殺
せ
し

は
大
名

と
成
り
ぬ
。

又
其
上

に
多
く
殺

せ
し
は
、

一
国

の
ぬ
し
と
成
ぬ
。

さ
て
そ
を
限
な
く
殺

せ
し
は
、

い
た

り
て
や
む
ご
と
な

き
御
方
と
な
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
世

々
栄

え
給

へ
り
。

儒
教

の
五
倫
道
徳
と
仁
政

を
掲
げ

て
封
建
的
身
分
制

に
よ

っ
て
立

つ
当
時

の
徳
川
幕
藩
体
制

を
根
底

か
ら
否
定
す

る
こ
の
主
張
が
、
古
代
と
古
代
精
神

へ
の
回
帰

の
主
張

に
も
と
つ
く
も

の
で
あ

る
な
ら
ば
、
真
淵

の
言
霊
思
想

、

言
霊

の
観
念

は
無
視

し
た
り
軽
視
す

る
こ
と

の
で
き
な

い
重
み
を
持

つ
と

い

え
よ
う
。

真

淵
か
ら

『
古
事
記
』

に
よ
る
古
代
精
神

の
解
明
を
す
す
め
ら
れ
、

国
学

の
大

成
者
と

な

っ
た
本
居
宣
長

(
一
七

三
二
ー

一
八
〇

一

享
保
十
五
-

享

和

一
)

に
お
い
て
は
、
言
霊

は
ど
う
扱
わ
れ
た

で
あ

ろ
う
か
。
宣

長
は
真

淵

の
弟

子
で
あ

る
と
と
も

に
そ

の
批
判
者

で
も
あ
り
、
そ

の
超
克
者

で
も
あ

っ

た
。
真
淵
が
言
霊

の
具
体
的
な
あ
ら
わ
れ
と
し
て

の
日
本

の
こ
と
ぽ

の
五
十

音
図

の
解
釈

に
示
し
た
よ
う

に
言
葉
と
文
字
を
対

象
と
し
て
音
義
的
な
解
釈

の
方
法
を
と

っ
た

の
に
対
し

て
、
語
法
を
対
象

と
し
帰

納
的
実
証
的
な
解
明

の
方
法
を
と
り
、
古

語

の
概
念
的

・
知
的

理
解

で
は
な
く
、
具
体
的

・
体
験

的
理
解
を

め
ざ
し
、

文

の
構
造

的

・
法

則
的

理
解

に
よ
る
文
意

の
把
握
と

い

う

こ
と
を
試
み
た
。

宣
長
は

『
う
ひ
山
ふ
み
』

に
お
い
て
、

「
初
心

の
ほ
ど

は
、
か
た

は
し
よ
り
文
義

を
解

せ
ん
と
は
す

べ
か
ら
ず
、

ま
つ
大
抵

は
さ
ら

く

と
見
て
、

他

の
書

に
う

つ
り
、

こ
れ
や
か
れ
や
と
読

み
て
は
、
又
さ
き

に
よ
み
た
る
事

に
立
ち
か

へ
り

つ
玉
、
幾
遍
も

よ
む
う

ち
に
、
始

め
に
聞
え

ざ

り
し
事

も
、

そ
ろ
く

と
聞

ゆ
る
や

う
に
な
り
ゆ
く
も

の
な
り
」
と

の
べ

て
い
る
。

そ
し
て
、

「語
釈

は
緊
要

に
あ
ら
ず
」
と

し
て
、
「
諸

の
言

は
、
そ

し
か
い
う

し
か

の
然
云
本
の
意

を
考

ん
よ
り
は
、
古
人

の
用

い
た

る
所
を

よ
く
考
え

て
、
云

じ
か云

の
言
は
、

云

々
の
意

に
用

ひ
た
り
と

い
ふ
こ
と
を
、
よ
く
明
ら

め
知
る
を
、

要

と
す

べ
し
。
言

の
用
ひ
た
る
意

を
し
ら

で
は
、
其
所

の
文
意
聞
え
が
た
く
、

か
く

又
み
つ

か
ら
物

を
書

に
も
、
言

の
用

ひ
や
う
た
が

ふ
こ
と
也
」
と
説
明
し
て

い
る
。
宣

長
の
こ
の
考
え
方
と
方
法

は
、
中
古

の
文
献

の
研
究
を
通
じ
て
展

開

し
、
そ

れ
を
上
古

の
文
献

の
研
究

に
さ

か
の
ぼ
ら
せ
る
と

い
う
過
程
を
た

ど

っ
た
。

こ
こ
に
語
義

は
歴
史
的

に
変
化
す

る
も

の
と
し

て
認
識
さ
れ
る
こ

と

に
な

り
、
古
代
研
究

に
お
け

る
古
代

は
歴
史
上

の
古
代

で
あ
り
、
古
代
精

神

は
わ
が
国

の
歴
史

に
お
け

る
古
代
人

の
精
神
と
さ
れ
た

の
で
あ

る
。

宣
長
が

こ
の
よ
う

に
歴
史
を
重
ん
じ
、
事
実
を
帰
納
的

に
実
証
的

に
確
定

し
よ
う
と

し
た
が
、

こ
の
研
究
方
法

は
、

新
し

い
主
役

の
活
躍
に
よ

っ
て
、

言
霊

の
出
番
を
失
わ

せ
て
し
ま

っ
た
ら
し

い
。

そ

の
辺

の
事
情

を
さ
ぐ

っ
て

み
れ
ぽ
、
ま
ず
宣
長

の
古
代
精
神

は
大
和
心

・
大
和
魂

と
表
現

さ
れ
る
。
そ

れ

は
こ
ざ

か
し

い
さ

か
し
ら

の
な

い
、
き
よ
く

す
な
お
な

こ
こ
ろ
で
あ

っ
て
、

コ

ト
バ

ワ
ザ

コ

コ

ロ

こ
の
こ
こ
ろ
に
お
い
て
は
言
と
事
と
心
と

は
そ

の
さ
ま
が
た
い
て
い
あ

い
か

な
う

(『
う

ひ
山
ふ
み
』
)

の
で
あ

る
。

こ
の
よ
う
な
大
和
心

・
大

和
魂

は
言

霊

に
と

っ
て
か
わ

っ
て
主
役

の
地
位

に
つ
く

に
ふ
さ
わ
し
い
と

い
え
よ
う
。
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歌

に
つ
い
て
み
れ
ぽ
、
も

の
の
あ

は
れ
を
し
る
心
の
あ

や
を
な
す

お
の
つ

か

ら

の
流
露
が
歌
と
な
り
、
人
を
も
神

を
も
感

じ
さ
せ
動

か
し
、
わ
が
思

い
も

は
れ

る
歌

の
徳
も
お

の
つ

か
ら
と
も

な
う
の
で
あ

る
。

こ
こ
で
は
言
霊
論

に

と

っ
て
か
わ

っ
て
主
役
と
な
る
の
は

「も

の
の
あ

は
れ
論
」
と

い
え

よ
う
。

さ
ら

に
こ
と
ば

の
研
究

に
お
け
る
宣

長
の

「
て
に
を
は
観
」

に
つ
い
て
み
れ

ぽ
、
そ
れ

は
内
容
的

に

「
て
に
を

は
」
、
呼
応
関
係
、
歌

の
留
り

・
切

れ

な

ど

の
研
究
を
包
含

し
な
が
ら
、

「
て
に
を
は
」
を

玉

(
こ
と
ば
)
を
貫
ぬ
く
緒

で
あ
る
と
し
、
文

を

一
つ
の
統

一
あ

る
全
体

た
ら

し
め
る
重
要
な
機
能
を
果

す
も

の
で
あ

り
、

日
本

の
こ
と
ば

を
う
る
わ
し
く
す
ぐ
れ
た
も

の
に
し

て
い

る
と

い
う
。

こ

の

「
て
に
を
は
」

の
機
能

は
言
霊

の
霊
威

に
と

っ
て
か
わ
り
、

主
役
を
演
ず

る

の
に
ふ
さ
わ
し
い
よ
う

で
あ

る
。
宣
長

に
お
い
て
は
、
言
霊

論

は
直
接

論
議

の
対
象

と
な
る
こ
と
が

で
き

な
か

っ
た
。
代

っ
て
わ
が
国

の

古

典

の
体
験
的
認

識
に
基
礎

を
お
く
大
和
魂
論
、
も

の
の
あ

は
れ
論
、

て
に

を

は
論
が
宣

長

に
お
い
て
展
開

さ
れ

る
こ
と

に
な

っ
た

の
で
あ

る
。

本
居
宣
長

に

「
さ
も
あ

た
ら
し
き

人
の
、

は
や
く
も
う

せ
ぬ
る
こ
と
よ
」

と
惜
し
ま
れ
た
人
物
が

い
る
。
藤

谷
専
右
衛
門
成
章

で
あ

る
。
宣
長

は
、
彼

の
著

『
か
ざ
し
抄
』
、
『
あ
ゆ
ひ
抄
』
、
『
六
運

図
略
』
な
ど

を
見

て
お
ど

ろ
き
、

「
大

か
た
ち

か
き
世

に
、

な
ら
ぶ
人
あ

ら
じ
と
そ

お
ぽ

ゆ
る
」
と

『
玉
勝
間
』

の
中

で
称
揚
し

て
い
る
。
そ
し
て
父
の
学

問
を
う
け

つ
い
だ
子

に
期
待

し
、

「
ま
だ
と
し
わ
か
け
れ
ど
、
心

い
れ
て
、

わ
ざ
と
此
道

も
の
す
と
き
く

は
、

ち

乂
の
け

は
ひ
も
そ

は
り
た
ら
む
と
、

た
の
も
し
く

お
ぼ

ゆ
か
し
、
そ
れ
が

物

し
た
る
書
ど
も
も
、

こ
れ
か
ら
と
、
見

え
し
ら
が
ふ
め
り
」
と

の
べ
て
い

ふ

り

た
に

み

り
え

る
。

こ
の
成
章

の
子
が
富
士
谷
御
杖

(
一
七
六
八
-

一
八
二
三

明
和

五
-

文
政
六

)

で
あ

る
。
真
淵
-
宣
長

ラ
イ

ン
と

は
異
な

っ
て
、
御
杖

の
思
想

の

形
成
と
展
開

に
お
い
て
言
霊

は
主
役
を
演
ず

る

こ
と

に
な
る
。

ひ
た
ぶ
る
心
か
ら
生
ま
れ
る
言
霊

御
杖

に
関
す

る
多
く

の
研
究

の
う
ち
か
ら
、
御
杖

の
言
霊
思
想

に
つ
い
て

参
考

に
な

る
も

の
と

し

て
、

三
枝
博
音

『
西
欧
化

日
本

の
研
究
』

(
一
九

五

八

・
全
集
第
十
三
巻
)
、

坂
部
恵

『仮
面

の
解
釈
学
』

(
一
九

七
六
)
、

野
崎

守
英

『
道
-

近
世
日
本

の
思
想
』

(
一
九
七
九
)
な
ど

を

一
応
挙
げ

て
お
こ

う
。
さ

て
、
御
杖

の
著
作

は
す
べ
て
が
言
霊
文
書

で
あ

る
と

い
わ
れ

て
い
る

ほ
ど

で
あ

る
が
、
言
霊
に

つ
い
て
直
接
説

明
し
て
い
る
文
章
と

し
て
は

『
真

言
弁
』

の
中

の

「
言
霊

の
弁
」
、
『
古
事
記

燈
』

の
中

の

「
言
霊
弁
」
が
あ

る
。

ま
た

『
真
言
弁
』
と
並
ぶ
歌
論
書
で
あ
る

『北

辺
髄

脳
』
、

さ

ら

に

は

『
歌

道
挙
要
』
、
『
百
人

一
首
燈
』
、
『
神
典

言
霊
』
な
ど

の
著
作
も
大

い
に
参
考
と

な

る
。

御
杖

は
、
「
言
霊
と

は
言

の
う
ち
に

こ
も
り
て
活
用
の
妙

を
た
も

ち
た

る

物
を
申
す
也
」
と
定
義
す
る
。

つ
づ

い
て
活
用
の
妙

に

つ
い
て
わ
が
国

の
詠

シ

キ

シ
マ
ノ
ヤ
ぐ
ト
ノ
ク
あ
ハ
コ
ト
グ
マ
ノ
タ
ス
ク
ル
ク
ェ
ソ
マ
サ
キ

歌
を
と
り
あ
げ
、

『万
葉
集
』
に

「志
貴
島
倭
国
老
事
霊
之
所
佐
国
叙
真
福

ア

レ

コ

ツ

在
興
曾
と
あ

る
を

お
も
ふ

に
言

に
霊
あ
る
時

は
そ

の
霊
お

の
つ

か
ら
わ
が
所

思

を
た
す
け

て
、
神
人

に
通
じ
不
思
議

の
幸
を
も
う
べ
き
事

わ
が
国
詠
歌

の

詮

た
る
所
な
り
」
と

の
べ

て
い
る
。

つ
い
で

『古
今
集
』

の

「
仮
名
序
」

に

ふ
れ

「
ち
か
ら
を
も

い
れ
ず
し

て
あ

め
つ
ち
を
う
こ
か
し
云

々
と

か

二
れ

た

る
は
す
な

は
ち
此
言
霊

の
妙
用
人

の
力

の
を
よ
び

に
あ

ら
ぬ
よ
し
を
の
べ
ら

れ

た
る
也
」
と
附
け
加
え

て
い
る
。

こ
の
妙
用
を
発
揮
す
る
言
の
霊

は
何

な

わ
ざ

の
か
。
「
そ

の
霊
と
な

る
は
い
か
な
る
物
ぞ
と

い
ふ

に
所
欲
の
す
ぢ

は
為

に

じ

ぎ

い
つ

へ
か
ら

ぬ
時
宜

に
か
な

へ
む

こ
と

の
か
た
さ

に
せ
め
て
哥
に
よ
み
て
ひ

た
ぶ
る
心
を
な
ぐ
さ

め
む
と
す

る
心

こ
れ
な
り
。」

と

い
う
次
第

で
あ

る
。
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右

の
文
章

を
解
き

ほ
ぐ

し
て
み

よ
う
。
言
霊

の
誕
生

の
最
初

の
契
機

は
、

人
間
が
自
分

の
欲
求

を
言
行

に
移
す

こ
と
が

で
き
な

い
事
態

に
遭
遇
す
る
こ

と
に
あ

る
。
御
杖

は

『
古
事
記
燈
』

の

「
神
人
弁
」

の
中

で
自

己
の
人
間
観

を

の
べ
て
い
る
。
そ
れ

に
よ
れ
ぽ
、
本
来
人
間

は
神
を
身
内

に
宿

し
た
存
在

で
あ

り
、
神

の
つ
か
さ
ど

る
欲
と
人

の
つ
か
さ
ど
る
理

の
二

つ
に
し
た
が

っ

て
言
行
す

る
。
理

は
お
の
ず

か
ら
尊
く
、
欲

は
お

の
ず

か
ら
卑

し
く
、
人
と

し
て
理
を
尊
ぴ
欲
を
卑

し
み
、
諸
欲
を
制
し
理
を
全
う
す
る
よ
う
す

べ
き

こ

と

は
当
然

で
あ

る
。
だ
が
、

こ
の
当
然

は
人

に
お

い
て
困
難

を
き

わ
め
る
。

神

の
つ
か
さ
ど

る
欲

は
制
し
が
た
く
、
人

の
つ
か
さ
ど
る
理
は
破
れ
が

ち
で

あ

る
。
ま
た
、
理

に
従
う
言
行

は
誰
も
反
対
し
が
た
い
た
め
に
か
え

っ
て
他

人

は
心
の
中

で
納
得
せ
ず

、
む
し
ろ
反
発

す
る
。

理
に
従

え
ば
当
然
実
現
さ

れ

る
は
ず

の
真
善
賢
が
、
現
実

に
は
偽
悪

愚
に
転

じ
て
し
ま
う

の
で
あ

る
。

御
杖

は
こ
の
よ
う

に
理

の
限
界
を
明
確

に
示
し
て
み
せ
る
。

で
は
、
な
ぜ
当
然
が
当
然
と
な
ら
ず
、
理

は
人
と
人
と

の
間

の
心
情

の
交

流
を
途
絶
さ
せ
、
偽
悪
愚
を
も
た
ら
し
て
し
ま
う

の
か
。
人
間

の
心

は
理
と

欲
が
働
き
か
ら
み
あ

っ
て
所
思

・
所

欲
と

な
る
。
所
思

・
所
欲
を
言
行

に
出

そ
う
と
す
る
心

の
状
態
を
、
御
杖

は

『源

氏
物
語
』

の
用
語
を

か
り

て

「
ひ

と

へ
心
」

(偏
心
)

と

「
ひ
た
ぶ
る
心
」

(
一
向

心
)
と

し
て
と
ら
え

て
い
る
。

偏
心

は
、
所
思

・
所
欲

の
非
で
あ

る
こ
と

を
認

め
な
が
ら
も
ど
う

に
も
な
ら

な

い
心

の
状
態

で
あ
り
、

ま
た
非
を
善
と
と

り
ち
が

え
て
振
舞

お
う
と
す

る

心

の
状
態

で
あ
る
。
こ

の
偏
心
は
神

道
に
よ

っ
て
収
拾
さ
れ

る
。
だ

か
ら
人

は
平
生
神
道
を
学
び
、
神

の
の
り
、
神

の
教

え
を
知

っ
て
従
う

よ
う

に
す

べ

き

で
あ

る
。
他
方
ひ
た
ぶ
る
心
は
偏

心
を
抑
え
よ
う
と

し
て
か
え

っ
て
激

し

た
偏
心

の
こ
と

で
あ
り
、
理

に
よ

っ
て
欲
情
が
押

さ
れ
統
御

で
き
な

い
状
態

の
心

の
こ
と

で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
神

の
の
幻
、
神

の
教
え

を
も

っ
て
し

て

も
如
何
と
も

し
が
た

い
心

で
あ

る
。
だ
か
ら
、

全
う
し
や
す

い

の
は
偏

心
で

あ

り
、
全
う

し
が
た
く
、
人

に
と

っ
て
恐
る
べ
き

は
ひ
た
ぶ
る
心
で
あ

る
と

御
杖

は
い
う
。

で
は
、

こ
の
ひ
た
ぶ

る
心
が
破

る
時
、

時
宜
と

は
何

か
。

「時
と

は
、
物

に
ふ
れ
事

に
あ
た

る
実
況

に
し

て
、
わ
が
情

の
言
行

に
い
だ
し
が

た
き
時

な

る
を
云
」
う

(『
百
人

一
首
燈
』
)
。
換
言
す
れ
ば

「
そ
れ
ま
で
の
所
思

を
あ
ら

た

め
、
所
欲
を
す

つ
べ
き

こ
と

に
あ
ふ
を
ぽ
時

と
い
ふ
」

の
で
あ

る
。

「
言

霊
弁
」

で
は
さ
ら

に
く
わ
し
く

「
此

の
時

に
彼

我
あ
り
。
我
と

は
今

ま
で
の

所
置

に
た
が
ひ
来
れ
る
情
態
な
り
。

彼
と
は
わ
が
所
思

に
た
が

へ
る
事
物
也
。

し

か
れ
ど
も
そ

の
所
思
よ
り
み
れ
ば

我
と

い
ふ
も

な
ほ
彼

な
れ
ば
、
我
に
も

あ
れ
彼

に
も
あ
れ
わ
が
所
思

に
ま

つ
ろ

は
ぬ

こ
と

あ

る

を
ぽ

時
と

い
ふ
な

り
」
と
説
明
さ
れ
る
。

時

の
出
現
す

る
世
界

は
主
観
と
客
観

の
対
立
す

る
世

界
と
し

て
と
ら
え
ら
れ
て

い
る
が
、

そ
れ

に
と
ど

ま
ら
ず
さ
ら

に
、
彼
我

は

相
対
す
る
名
称
で
あ
り
、

我
が
身

よ
り
す
れ
ば
山

川
草
木

は
彼

で
あ

る
が
、

山
川
草

木
よ
り
す

れ
ば
我

が
身

が
彼

で
あ

る
と

の
べ
ら
れ
、

こ
の
世
界
は
主

体
同
士

の
対
立
し
あ
う
、
相

互
主
体
的
な
世
界
と

し
て
と
ら
え
ら
れ

て
い
る
。

御
杖

の
時

は
こ

の
よ
う
な
世
界

を
場
と

し
て
出
現

し
、
時
宜
と

は
、

こ
の
世

界

に
お
け
る
動
態

の
刻

々
で
あ

る
。
そ
れ

は
、

一
個

の
主
体
が
世
界
と
対
立

的

に
出
合
う
時
点
で
あ

り
、
世
界
と

一
個

の
主
体
と

の
両
者

の
生
成
と
崩
壊
、

共
生
と
破
滅

を
か
け
た
出
合

い
で
あ

る
。

ひ
た
ぶ
る
心
が

こ

の
時

宜
を
破

る
と
き
、
禍
が
身

に
及
び
、
自
己

の
ア
イ

デ

ン
テ

ィ
テ

ィ
を
破

る
こ
と

に
な
る
ぼ

か
り
か
、
人
を
も
事
を
も
物
を
も
破

る

こ
と

に
な
る

の
で
あ

る
。

で
は
、
時
宜

を
全
う

し
、
わ
が
身
を
全
う
す

る

途

は
あ
る

の
か
。

そ

の
途

は
、

は
じ
め
の
引
用
文

に
あ

る
、

ひ
た
ぶ
る
心
を

な
ぐ
さ
め
る
歌
で
あ

る
。
御
杖

は
言
語
と
歌
と

の
相
違
を

の
べ
、
歌

の
妙
用
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を
明
ら

か
に
し
よ
う
と
す

る
。
す
な
わ
ち
、
言
語

は
彼
我

の
間
の
情

を
通

わ

せ
る
の
を
要
と

し
、
歌

は
わ
が
欝
情
を
托
す
る
事
を
要
と
す
る
。
そ

れ
ゆ
え

に
、
言
語

は
人

の
心
に
さ

し
あ
た

る
も

の
で
、
害
が
あ
る
だ
け
で
な
く

所
思

も
実
現

で
ぎ
な

い
。

こ
れ

に
対
し

て
、
歌

は
身
を
時
宜

に
お
こ
う
と
す

る
た

め
の
も

の
で
あ

る
か
ら
、
害
が
な

い
ば
か
り
か
か
え

っ
て
幸
を
う
け
る
の
で

あ

る
。

ひ
た
ぶ
る
心
は
言
語

に
で
は
な
く
、
歌

に
托
さ
れ
て
無
害

に
さ
れ
、

時

宜
と
自

己
を
全
う
し

て
幸

い
を
う
け
る
よ
う

に
さ
れ
な
く
で
は
な
ら
な
い
。

で
は
な
ぜ
歌

は
ひ
た
ぶ

る
心

の
欝
情
を
托
す

に
た
る
力
量
を
も

つ
の
で
あ

ろ
う
か
。

こ
と
ぽ

の
使
用
と
く

に
歌
詠

に
つ
い
て
大
切
な
こ
と
は

「表

を
た

ゴ
す
」
、
コ
畏
を
お
す
」
、
「
境
を

お
す
」

の
三

つ
で
あ
る

こ
と
を
御
杖

は
諸
著

作

で
強

調
し
て
い
る
。

「表
を
た
だ
す
」
と

は
、
こ
と
ば
を
正
確

に

ス
ト

レ
ー

ト
に
使

う
こ
と

で
あ

り
、
理

に
か
な

っ
た
表
現
を
す
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

彼

我

の
間

の
伝
達

の
た
め
に
は
不
可
欠

の
こ
と

で
あ

る
が
、
し
か
し
そ
れ
で

は
、
彼

の
心
と
衝
突

し
相
手

を
屈
服
さ

せ
て
、

か
え

っ
て
時
宜
を
破

っ
て
し

ま
う
と
い
う
限
界

を
も

っ
て
い
る
。
表
を

た
だ

し
た

こ
と
ば

は
、
真
言

で
も

な
く
、

し
た
が

っ
て
そ

こ
で
は
真
事

は
あ
ら
わ

に
は
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

ひ
た
ぶ
る
心

の
欝

情
を
、
表

を
た
だ
し
た
こ
と
ぽ

に
托

す

る

こ
と

は

で
き

な

い
。

歌

に
と

っ
て
の

一
大
事

は
裏

・
境

を
お
す

こ
と

で
あ

る
。
坂
部
恵

は

R

.
ヤ

コ
ブ

ソ
ン
の
比
喩

の
二
大
形
式
論

を
か
り
て
、

「
裏
を
お
す
」

こ
と

は
、
選
び
出
さ
れ
た
個

々
の
語

を
並
べ
て
文

を
構

成

す

る
〈
結
合
軸

〉

に

そ

っ
て
の
近
接
語

の
置
き

か
え
に
よ

っ
て
生
ず

る
比
喩

の

一
形
式
と
し

て
の

メ

ト

ミ

ニ

ユ

〈
換
喩

V
に
あ
た
り
、
「境

を
お
す
」
こ
と

は
、
適
切
な
語
が
そ

こ
か
ら
選
ぼ

れ

る
〈
選
択
軸
〉

に
そ

っ
て

の
類
似
語

の
置
き

か
え
に
よ

っ
て
生
ず

る
比
喩

ロ

　

メ
タ

フ

ア

の
も
う

一
つ
の
形
式
と
し
て

の
く
隠
喩

V
に
ほ
ぼ
あ

た
る
と
と
ら
え

て
い
る
。

裏
境

の
二
つ
を
お
す
こ
と

は
、
御
杖

に
よ
れ
ば
理
を

は
ぶ
き
、
わ
が
身
を
隠

す

こ
と

で
あ

っ
て
、
そ
れ

に
よ

っ
て
聞
く
人

は
感
服
し
、

わ
が
欝
情

は
な
ぐ

さ
め
ら
れ
、

わ
が
身

は
全
う
さ
れ

る
。
真
言
と
し
て
真
事

を
あ

ら
わ
に
す

る

の
は
、
裏

を
お
し
、
境
を

お
し
た

こ
と
ば
な

の
で
あ
る
。

御
杖

は
さ
ら

に
ま
た

こ
と
ば

に
つ
い
て
、
直
言
と
倒
語

の
区
別
を
立
て
る
。

直
言
と

は
思
う

こ
と
を
そ

の
あ
り

の
ま
ま

に
の
べ
た

こ
と
ば
で
あ
り
、
直

言

す
れ
ば
、
私
な
ら

ぬ
情
も
私
情
同
然
と
な

っ
て
、
人

に
通
じ
な
い
と

い
う
限

界

を
生

じ
て
し
ま
う
。

『
歌
道
挙
要
』

に
よ
れ
ば

、
倒
語
と

は
、
思

う
と

こ

ろ
を
い
わ
な

い
で
、
思
わ
な

い
と

こ
ろ
を

こ
と
ぽ

に
す
る
こ
と
で
あ

る
。

一

般

に
世

間
の
人
情
と

い
う
も

の
は
、
人

の
思

い
に
そ
む
き
も
と
る

の
が
常

で

あ

る
。
そ
れ

ゆ
え

に
、
わ
ざ
と
倒
語

に
よ

っ
て
他
者
を
わ
が
思

い
に
同
意

せ

し
め
る
こ
と

に
な

る
。

こ
の
よ
う
な
妙
用
を
発
揮
す
る
倒
語

に
は

「
比
喩
」

と

「
外

へ
そ

ら
す
」

の
二
形
式
が
あ

る
。
中
村
雄

二
郎

に
よ
れ
ぽ
、

「
比
喩
」

と

「
外

へ
そ
ら
す
」
と

は
、
先

の

ヤ

コ
ブ

ソ

ン
の

い
う

「
隠
喩
」

と

「換

喩
」

に
そ
れ
ぞ
れ
あ

た
る
と

い
う

(『
制
度
と
情
念
と
』
)
。

御
杖

に
よ
れ
ぽ
、

「
比
喩
」

は
花

の
散

る
こ
と

で
無
常
を
思
わ
せ
、
松

の

常

緑
に
よ

っ
て
人
間
の
長
寿

を
お
し
え
さ
と
す
な
ど
が
、
そ

の
例

で
あ
る
。

「
外

へ
そ
ら
す
」

と
は
、
妹

を
み
た
い
と

い
う

の
を
妹

の
家
を
み
た

い
と

い

い
、

人

の
贈

り
も
の
を
謝
す

る
の
に
そ

の
も

の
が
無
類

で
あ

る
こ
と
を
よ
む

な
ど
が
、
そ

の
例
と
し
て
あ
げ

ら
れ

る
。

「
比
喩
」

は
よ
み
ゃ
す
く
、
「
外

へ

そ
ら
す
」

の
は
む
ず

か
し

い
。

「外

へ
そ
ら
す
」

の
が
倒
語

の
極
致

で
あ

る
。

歌

は
こ
れ
ら

の

「
比
喩
」
と

「外

へ
そ
ら
す
」
と

い
う
倒
語

に
よ

っ
て
、
わ

が
思

い
を
人

に
同
意
さ
せ
、

人
を
感

服
さ
せ
、
そ
れ

ゆ
え
に
ま
た
わ
が

ひ
た

ぶ

る
心

の
欝
情
も
慰

め
ら
れ
る

の
で
あ

る
。
直
言

は
真
言

で
は
な
く
真
事
を

顕
現
さ

せ
る
こ
と

は
で
き
な

い
。
真

言
は
倒
語

で
あ

っ
て
、
倒
語

こ
そ
真
事

を
あ
ら
わ

に
す
る

の
で
あ
る
。
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こ
れ
ま

で
み

て
き
た
と

こ
ろ
か
ら
、
御
杖

の
言
霊

は
次
の
よ
う

に
い
う

こ

と
が
で
き

よ
う
。
言
霊
と

は
、
ひ
た
ぶ
る
心
が
裏

・
境

を
お
す
と

か
倒
語
と

い
う
営
為

に
よ

っ
て
生
ま
れ
た
歌

の
う
ち

に
、

人
を
感
服

さ
せ
時
宜

を
全
う

し
わ
が
身
を
守
る
と

い
う
妙
用

の
主
体

と
し
て
転

生
し
た
も

の
で
あ

る
、
と
。

と

こ
ろ
で
御
杖

に
よ
る
と
、

『
万
葉
集
』

か
ら
後

は

「
か
ら
ま
ね
び
」
が
盛

ん
と
な
り
、
題
詠
が
盛
ん
と
な

っ
て
、
倒
語

の
こ
と

は
世

に
か
く
れ

て
し
ま

っ
た
。
そ
れ
と
と
も

に
言
霊
が
幸

わ
う
こ
と
も

な
く

な

っ
て
し
ま

っ
た
。
そ

れ

は
な
ぜ
か
。

そ
れ
は
、
裏
境

を
お
す
と

か
倒
語
が

こ
と
ぽ

の
う
え

の
単
な

る
技
巧

で
は
な
い
か
ら
で
あ

る
。
そ
れ
ら

は
、

ひ
た
ぶ

る
心

の
欝
情
を
な
ぐ

さ

め
、
自

己

の
ア
イ
デ

ン
テ

ィ
テ

ィ
を
確
保
す

る
と
と
も

に
時
宜
を
も
全
う

す
る
た
め
の
も

の
で
あ

っ
た
。

ま
た
そ
れ
ら

は
、
物

に
ふ
れ
事

に
あ
た
る
実

況

の
中
に
お
い
て
、
相
互
主
体
的
な
自
己
と
他
者
と

に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
る

世
界

を
真
事

の
世
界
と

し
て
確
定
す

る
た

め
の
も

の
で
も
あ

っ
た
。

そ
れ
ら

に
よ

っ
て
歌

に
言
霊
が
や
ど

る
の
は
、
自
己
と
世
界
と

の
真
事

を
求
め
て
の

出
合

い
、

ひ
た
ぶ
る
心
の
欝
情
と
破
る
べ
か
ら
ざ
る
時
宜
と

の
主
体

を
か
け

て
の
出
合

い
に
よ

っ
て
で
あ

る
。

こ
の
間

の
事
情
を
御
杖

は

『真

言
弁
』

で

次
の
よ
う

に
説
明
し

て
い
る
。

物

ふ
た

つ
う
ち
あ

ふ
は
つ
み

に
お

の
つ
か
ら
な
り
出
る
も

の
は
か
な
ら

イ
キ

ビ
ウ
チ

ず
活

て
不
測

の
妙
用
を
な
す
も

の
な
り
。
た
と

へ
ば
燧

と
い
う
も

の
石
と

か
ね
と
を
う

ち
あ

は
す

る
に
そ

の
間

に
火
お

の
つ

か
ら
い
つ
。

し
か
り
と

て
石

し
て
も
物

は
や
け
ず
、
か
ね
し
て
も
物

は
や
け
ず
。

た

黛
そ

の
ふ
た

つ
の
間

よ
り

こ
ろ
も

の
を
や
き
、

く
ら
き
を
て
ら
す
妙

用
も
出
く
れ
。

ま

た
酒
と

い
ふ
も

の
も
と
よ
ね
と
水
と
を
う
ち
あ

ひ
た
る
に
お
の
つ

か
ら
な

れ

る
も

の
な
り
。
し

か
り
と
て
水
を

の
め
ど
も
え
ふ
事

な
く
、

よ
ね
を
か

め
ど
も
え

ふ
事
な
し
。
た

ゴ
そ

の
ふ
た

つ
の
あ

は
ひ
よ
り
こ
そ
人

を
酔

せ

気
血
を

め
ぐ
ら
す
妙
用
も
出
く

れ
。

ひ
た
ぶ
る
心
が
私
心

で
あ
れ
ば

、
わ
れ
が
物

に
ふ
れ
事

に
あ

た
る
実
況
と

し

て
の
時
宜
と
そ

こ
に
姿
を
あ
ら
わ
し
て

い
る
世
界

と

は
公

身

で
あ

る
。

「
此
故

に
歌
も
公
身

に
し
て
私
心
な
る
が
う
ち
あ

ふ
間
に
霊

は
出
来

て
言
語

の
道
た
え
た

る
時
を
も
感
通
せ
し
む
る
妙

用
は
も

た
る
べ
く
候
」
と
確
信
さ

れ
る

の
で
あ
る
。

御
杖

に
お

い
て
言
霊

は
歌
に
や

ど
る
の
で
あ

っ
て
、
す

べ
て
の
こ
と
ぽ

に

や
ど
る

の
で

は
な
か

っ
た
。

こ

の
特
定

の
こ
と
ば

に
の
み
言
霊
が
宿

る
と
し

た

こ
と

は
古
代

の
言
霊

の
あ

り
方

と
共
通
す

る
。
言
霊
が
宿

っ
て
歌

は
真
言

と
な
り
真
事
を
成
就

す
る
の

言
霊

の
宿

る
歌

は
直
接

の

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ

ン
の
手
段
と
し
て

の

一
般
言
語
と

異
な

る
。
そ
れ

は
、
私
心
と
し

て
の
ひ
た

ぶ
る
心
と
公
身

と
し
て
の
時

宜
と

の
対
立
、
私
欲
私
情

の
主
体
と
し

て
の
自

己
と
相
互
主
体
性

に
お
い
て
成

り
立

っ
て
い
る
世
界
と

の
対
立

の
弁
証
法
的

な
超
越
と
統
合

の
う
ち
に
成

立
す

る
。

し
た
が

っ
て
言
霊
と

は
、
こ

の
対
立

の
さ
な
か
に
、
私

心
で
あ

る
ひ
た
ぶ

る
心
が
裏
境
を

お
す

こ
と
や
倒
語
と

い

う
営
為

に
よ

っ
て
弁
証
法
的
な
超
越
と
統
合
を
試
み
、
私

で
あ
り
な
が
ら
同

時

に
公

・
全
体
性

を
も

回
復
す

る
と

い
う
、
そ

の
よ
う
な
ひ
た
ぶ
る
心

の
転

生

し
た
も

の
と

い
う

こ
と
が

で
き

よ
う
。
言
霊
が
幸
わ
う
と

い
う

の
も

「
私
」

が
公

・
全
体
性

を
回
復
す

る
こ
と

に
よ

っ
て
、
真
偽

・
善
悪

・
賢

愚
を
こ
え

た
真
事
と

し
て
の
自

己
の
ア
イ
デ

ン
テ

ィ
テ

ィ
を
全
う
し
う
る
か
ら
で
あ

る
。

こ
の
よ
う
な
言
霊
論
を
展
開
し
た
御
杖
が
宣
長
を
次

の
よ
う

に
批
判
す

る

の
も
当
然
と

い
え

よ
う
。

「
宣
長
、
さ
ぽ
か
り
わ
が
御

国

の
い
に
し

へ
を
明

お
よ
ぼ
ざ
る

ら

め
、

ふ
る
き
言
ど
も
そ

の
義
を
き

は
め
、
其

師

の
翁

の
不
及
を
補

ひ
過

た

る
を
け
づ
ら
れ
た

る
い
さ
を

い
ふ
ば
か
り
な
き
に
、
わ
が
御

国
言

は
、
言
霊

を
む

ね
と
す

る
事

に
思
ひ

い
た
ら
れ
ざ
り
し

に
よ
り
、

た

ゴ
わ
が
御
国
言

は
、
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み
や
び
を
む

ね
と
す
と

の
み

お
も

ひ
も

い
ひ
も
せ
ら
れ
た
り
。
さ
れ
ぽ

此
神

典

(古
事
記
)
も
、
な

ほ
詞

の
表
を

の
み
見
、
か
く
れ
た
る
所
な
き
を
我
御

国

ぶ
り
な

り
と
、

ひ
た
ぶ

る
に
思

ひ
と
ら
れ
し
お

の
が
ひ
と

へ
心
を

の
り
と

し
て
と
か
れ
け

る
よ
り
、
た

父
神
典

は
帝

の
御

は
じ

め
に
て
、
教

の
ふ
み
に

あ

ら
ず
と

し
、
教
と

い
ふ
も

の
、
も
と

て
ぶ
り
あ
し
き
国

こ
そ
あ
れ
、

わ
が

御

国

の
す
ぐ

れ
た
る
に
、

い
か
で
か
教

は
い
る
べ
き
。
此
神
典
を
み
む
や
う

は
、

み
か
ど

の
御

は
じ
め
は
か
く

の
ご
と
く
く
し
び

に
あ
や
し
く
お

は
し

二
、

其

御
す
え

に
ま
し
ま
せ
ば
、

た

黛
か
し
こ
み
奉
り

て
、
そ

の
御

お
も
む
け

に

の
み
し
た
が
ひ
な
ば
、

な
に
ば

か
り
の
智
も
無
用

の
も

の
な
り
と

の
心

に
み

え
た
り
。
」

(『
古
事
記
燈
』
)
1

宣
長
が
、

わ
が
国

の
こ
と

ぽ

が

言
霊
を
主

と
す

る
こ
と

に
思

い
い
た
ら
ず
、

な
お
く

み
や
び

な
大
和

心
に
と
ど
ま

っ
た

こ
と
を
、
御
杖

は
論
難
し
て

い
る
。

妖
怪
と
な

っ
た
言
霊

言
霊
思
想

は
御
杖

に
お
い
て
日
本
言
霊
思
想
史
上

の
最

高
峰

に
達

し
た
と

い
え
よ
う
。
そ

の
後
、
江
戸
末
期

に
お
い
て
音
義
言
霊
学
派
と
し
て
ま
と
め

ら
れ
る

一
群
が

登
場
す

る
。
そ

の
学
者
と
言
霊

の
語
を
持

つ
著
書
を
恣
意

的

に
例
示
す
れ
ば
、

五
十
嵐
篤
好

『
言
霊
真
澄
鏡
』
、
中
村
孝
道

『
言
霊
惑
問
』
、

高
橋
正
澄

『
言
霊
古

言
考
』
、
富
樫
広
蔭

『
古
事
記
正
伝
言
霊
幽
顕
論
』
、
林

お
き
な
ま
ろ

圀
雄

『
皇
国
之
言
霊
』
、

黒
沢
翁
満

『
言
霊
指
南
』
な
ど
、

こ
れ
だ
け

で
も

な
か
な
か

の
壮
観

で
あ

る
。
彼

ら
は
伝
統

に
自

己
の
信
念
や
信
仰

に
基

い
た

ヘ

へ

独
断
的
な
解

釈
を
加
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
極
言
す
れ
ば
言
霊
を
妖
怪

に
し

て
し
ま

っ
た
と

い
う
と

こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

そ

の

一
例
を
平
田
篤
胤

(
一
七
七

六
-

一
八

四
三
)

に
と

っ
て
み
よ
う
。

篤
胤

に
は
お
化

け

の
研
究

『
古
今
妖
魅

考
』
、

幽
冥

の
世
界

の
探
求

『
仙

境

異
聞
』
な
ど

の
著
作
が
あ

る
。
神

か
く
し

に
あ

っ
た
り
、

天
狗

に
さ
ら
わ

れ

た
子
ど
も
が
も
ど

っ
て
き
た
と
聞
く
と
早
速
た
ず

ね
、
熱
心

に
問

い
た
だ

し
、
そ

の
話

し
を
記
録
す

る
と

い
う
関
心

の
持
ち
主
で
あ
る
。
彼
自
身

も
い

さ
さ
か
妖

怪
じ
み
た
と

こ
ろ
の
あ

る
人
物

の
よ
う

で
あ
る
。
篤
胤
に

『古
史

本
辞
経
』
と

い
う
著
書
が
あ

る
。
そ
れ

に
よ
れ
ば
、
今

の
世

の
語
釈
学
者

や

言
霊
学
者

な
ど
と

い
う
末
輩
が
何
や

か
や
と
自
説
を
唱
え

て
い
る
が
、

音
義

い
つ
ら
の
こ
え

の
起
源

の
解

明
に
成
功

し
た
説

は

一
つ
も
な

い
。
そ
も
そ
も
五
十
音

は
天
地

自

然

の
声

音
で
あ

り
、
天

地
開
闢
と
と
も

に
神

の
大
御
言

に
そ
な
わ
り
、
わ

が
国

に
言
霊

の
幸
を
代

々
つ
た
え
て
き

た
。
文
字

は
す

で
に
神
代

に
五
十
字

あ
り
、
五
十
音
図

は
応
神

天
皇

の
御
代

に
作
ら
れ

た
。

し
か
し
、
今

の
五
十

し
つ
た
ん

音
図

は
悉
曇
学

(イ

ン
ド

の
音
声
学
)

の
影
響

を
受
け
、
大

日
経

の
阿
字
本

不
生

の
説

に
惑
わ
さ
れ
て
、
ア

(阿
)

の
声

を
初

の
音

と
す

る
よ
う

に
な

っ

い
に
し

た
。
今

こ
こ
に
言
霊

の
自
然

に
従

い
、
古

え
の
本

来
を
明
ら
か
に
し
な
く

て

は
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

篤
胤

の
研
究
成
果

は

『
古
史
本
辞
経
』
と
な
り
、

五
十
音
図
は
改

正
さ
れ

る
。
そ
れ

は
ウ

(宇
)

の
声

を
初
音
と
し
、
母
音

ア
イ
ウ

エ
オ

に
父
声

(横

列
)

ウ
ク

ス
ッ

ヌ
フ

ム
ユ
ウ
ル
の
十
音
を
組
合

せ
た
も

の
で
あ
る

(
こ
の
五

十
音
訂
正
図
と
そ

の
解
説

は
全
集
第

七
巻

四
三
七
ペ

ー
ジ
と
そ

の
前
後

の
ペ

ー
ジ

に
あ
る
)
。

こ

の
五
十
音

図
の
訂

正
は
天

地
初
発

の
古

え

の
本
来

に
帰

る

こ
と

で
あ
り
、

言
霊

の
幸

う
国

に
立
ち
も
ど

る
こ
と

で
あ

る
。
篤
胤

の
こ

の
音
義
言
霊
説
を
支
え
て

い
る
根
本

の
観
念

は

『
古
史
本
辞
経
』

の
次

の
こ

と
ぽ

に
示
さ
れ

て
い
る
。

す
が
た

物
有
れ
ぽ
必
ず
象
あ
り
。
象
有

れ
ぽ

必
ず

目
に
映

る
、
目

に
映
れ
ぽ
必

こ
こ
ろ

ず
情

に
思
う
。
情

に
思

へ
ぽ
必
ず

声

に
出
づ
。
其

の
声

や
、

必
ず
其

の
見

あ
り
か
た

こ

ね

い
ろ

い

る
物

の
形
象

に
因
り

て
、
其

の
形
象
な
る
声

あ
り
。
此

を
音
象
と
謂

う
。
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す
な
わ

ち
、
音
声

は
単
な

る
思
想
表
明

の
記
号

・
手
段

で
あ

る
の
で
は
な

く
、
物

の
形
象

に
対
応
す
る
音
象

に
よ

っ
て
表
現

が
可
能

で
あ

る
と
す

る
。

し
た
が

っ
て
、

こ
と
ば

の
意
味

は
、
こ
れ
を
構
成
す

る
各
音

に
含
ま
れ

て
い

る
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
明
ら
か
と
な

る
の
で
あ

る
。

つ
ま
り

五

十
音

は
天
地
自
然

の
道
理
で
あ
る
か
ら
、

五
十
音

の
音
声
を
た
だ
し
意
味
を

し
れ
ぽ
世

の
中

の
道

理
に
お
の
つ

か
ら
従
う

こ
と

に
な

る
の
で
あ
り
、

言
霊

の
幸
う
状
態
が
実
現
す

る
こ
と

に
な

る
の
で
あ

る
。

そ
も
そ
も
音
義
言
霊
学
派

は
そ

の
根
本
思
想

に
お
い
て
は
悉
曇

学

に
由
来

し
、
人
脈
に
お
い
て
は
鎌
倉
時
代

に
武

蔵

比

企

郡

に
あ

っ
て

『
万
葉
集
註

釈
』

を
著

し
て
万
葉
学
を
創
始
し
た
と

い
わ
れ
る
仙
覚

に
つ
な
が

る
と

い
わ

れ

る
。
近
世

に
入
り
、
賀
茂
真
淵

に
お

い
て
再
生
し
、

そ

の
延
長
線
上

に
音

義
言
霊
学
派
が
登
場
し
た
。
そ

の
音
義

の
研
究

は
、
神
秘
・独

断
・牽
強
付
会

に
み
ち
、
や
が

て
明
治
維
新
後
、
西
洋

の
近
代
的
言
語

学
の
受
容

に
よ

っ
て

姿

を
消
す

こ
と

に
な

っ
た
。
し
か
し
、
言
霊
学

派
が
こ
と
ば

の
起
源
と
本
質

を
た
ず
ね

て
行

っ
た
思
索

は
、
そ
れ
が
も
し
到
達

す
べ
き
極
点

に
ま

で
到

っ

た
な
ら
ば
、
そ

こ
か
ら
更

に
新
し

い
言
語

に
対
す

る
観
点
も
生
ま
れ
た

か
も

し
れ
な

い

(時
枝
誠
記
)

と
す
れ
ば
、

こ
の
派

の
思
索

の
活
力
源
と
な

っ
た

言
霊
を
た
だ
お
化
け
扱

い
し
た
の
で
は
あ
と

に
た
た
り
が
残
り
そ
う

で
あ

る
。

言
霊
論
再
生
の
期
待

さ

て
、
上
に

の
べ
て
き

た
と

こ
ろ
か
ら
言
霊

に
つ
い
て
気
づ

い
た
こ
と
を
、

い
さ
さ
か
強
引

に
ま
と

め
て
お
き
た

い
。

ヘ

へ

ま
ず
第

一
に
、
言
霊

の
観
念

は
、
人
間

に
普
遍

の
観

念

で
は
な

い
か
と

い

う
こ
と

で
あ

る
。
少
な
く
と
も
わ
れ
わ
れ

日
本
人

に
つ
い
て

は
そ
う
い
え
そ

う
で
あ

る
。
辞
書

で
は
未
開

・
古
代

の
民
族
や
社
会

に
み
ら
れ
る
観

念
と
さ

れ

て
い
る
が
、
既

に
み

て
き
た
よ
う

に
、
わ
が
国
に
限

っ
て
み
れ
ば
、
古
代

か
ら
近
世

一
杯

に
わ
た

っ
て
み
ら
れ
る
観
念
で
あ

る
。
言

霊
は
た
ん
に
空
間

的

に
未
開
古
代

の
社
会

に
普
遍
で
あ
る
ば

か
り
で
な
く
、
時
間

を
こ
え

て
人

間

に
普
遍

の
観
念

で
あ
る
ら
し
く
思
わ
れ
る
。

わ
が
国

で
密
教
化

し
た
仏
教

が
国
民

の
間

に
広
く
展
開
し
浸
透
し
て
今

日
に
到

っ
て
い
る
。
密
教

の
ス
ム

ー
ズ
な
受
容

は
、

日
本
人
に
言
霊

の
観
念
が
生
き

て
い
た

か
ら
可
能

で
あ

っ

た
と
考

え
ら
れ
る
ふ
し
が
あ

る
。

日
本
人
大
衆

は
、
漢
文
棒
読
み

の
誦
経
、

念

仏
、

唱
題
や
梵
語

の
ま
ま
の
真
言
陀
羅
尼

の
誦
唱
な
ど
を
意
味

の
わ
か
ら

な
い
ま
ま
有
難
く
受
容

し
、
何

の
疑

い
を
も
挾
ま
ず

、
そ
れ
ら
を
行

っ
て
今

日
に
到

っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
現
象

は
、

日
本
人

の
中

に
言
霊

の
観
念
が

生
き

て
い
る
こ
と

の
証
拠
と
な

ろ
う
。

ヘ

へ

第

二
に
、
言
霊

の
観
念

は

「
は
じ

め
に
こ
と
ぽ

が
あ

っ
た
」
と

い
う
考
え

を
も

っ
て
い
る
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
言
霊

の
宿
る
こ
と
ぽ

は
神

の
表
白

で

あ

り
、
神

の
教
え
た
も
う
と

こ
ろ
の
も

の
で
あ

り
、

父
母
な
る
天
地
の
お
の

つ

か
ら
な

る
も

の
と
主
張
さ
れ
る

こ
と
か
ら
す

れ
ぽ
、

言
霊

の
観
念

は
、
人

と

こ
の
世

に
先
立

っ
て
ま
ず

こ
と
ば

が
あ

っ
た
と
語

る
も
の
と

い
え
よ
う
。

こ
と
ば

に
内
在
す
る
霊
威

に
よ

っ
て
、

人
は
人
と
な

り
、
世
界

は
世
界
と
し

て
成
立
す

る
と

い
う
思

い
が
言
霊

の
観
念

に
は
あ

る
。

こ
の
思

い
を
秘

め
た

言
霊
観
か
ら
す
れ
ば
、

言
語

の

一
方
的

な
人
為
的
改
善

は
あ

り
え
ず
、
も
し

改
善

の
可
能
性
を
探
る
と
な
れ
ば
、

言
霊

の
呼
び
も
ど

し
の
ほ
か
に
は
な

い

と

い
う

こ
と

に
な
る
。

言
霊

の
観
念

は
存
在

の
根
源

へ
の
復
帰
と

か
復
古
と

か
を
志
向
し
、
楽

天
的

な
歴
史

主
義

や
近
代
的
な
進
歩
史
観

に
対
立
す
る
側

面
を
も

っ
て
い
る
。

へ

ゐ

第

三
に
、

言
霊

の
観
念

は
、

こ
と
ば
が
隠
れ
た
真
実
を
あ
ら
わ

に
し
事
実

と

す
る
と
考

え
る
。

こ
と
ば

に
宿

る
言
霊

の
霊
威

は
隠
さ
れ

て
い
た
わ
が
真
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一

身

を
あ
ら
わ
に
し
、
わ
れ
を
わ
れ
と
し
、
人
を
人
と
し
、
世

の
真

実
を
あ

ら

わ
に
し
て
、
世

を
世
と
す

る
。

ヘ

へ

第

四

に
、
言

霊
の
観
念

は
、

こ
と
ぽ

は
本
来
的

に
根
源
的
な
通
じ
合

い
そ

の
も

の
で
あ
り
、
伝
達

の
手
段

で
は
な

い
と
考
え

る
。

こ
と
ば

は
も

の
を
表

示
し

て
、

そ
れ
を
伝
達
す

る
道

具
で
あ

る
の
で
は
な

い
。
森
本
和
夫

の
こ
と

ぽ

を
借
り
れ
ば

、
道
具
と
し
て

の
言
語

は

「
表
示

さ
れ

る
も

の
」

に
仕
え
、

こ
の
と
き

こ
の
表
示
さ
れ
る
も

の
は
こ
と
ぽ

を
貫
通

し
て
、
人
間

に
ま

で
支

配
力
を
及
ぼ
す
。
人
間
が
こ
と
ば

を
道

具
と

し
て
表

示
さ
れ

る
も

の
、

つ
ま

り
意
味

・
観
念

・
物
事
な
ど
を
支
配
し
よ
う
と

し
た
ま
さ
に
そ

の
瞬
間

に
、

逆

に
人
間
が
そ
れ
ら

に
支
配
さ
れ
る

こ
と

に
な
る

の
で
あ

る

(『
沈
黙

の
言

語
』
)
。

こ
と
ぽ
を
道
具
と
す

る
立
場
か
ら

は
真
実

も
主
体

問
の
通

じ
あ

い
も

生
じ
な

い
。
支
配
と
服
従
を
結
果
す

る
だ
け
で
あ

っ
て
、

人
間
を
手
段
と

し

て
物
化
す

る
ば

か
り
で
あ

る
。

言
霊

の
観
念

に
以
上

の
諸
点
を
指
摘

で
き
る
と
す
る
な
ら
ば

、
言
霊
の
観

ヘ

ヘ

へ

念

の
根
底

に
は
こ
と
ば

の
根
源

に
せ
ま
り
、
そ

の
本
質
そ

の
存

在
を
明
ら
か

に
し
よ
う
と
す
る
意

欲

・
営
為
が

ひ
か
え

て
い
る
と

い
え
よ
う
。
そ

の
よ
う

な
言
霊

の
観

念

は
、

西
欧
近
代

の
言
語
学

の
受
容

に
よ

っ
て
完
全

に
姿
を
消

し
去
る
と

は
考
え
ら
れ
な

い
。
近
代

の
行
き
詰

り
が
諸
方
面

に
お
い
て
顕
化

し
、
人
間
と
共
同
体
と
が
解

体
や
崩
壊

に
向

っ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と

い

う
危
惧
が
今

日
拡
が

っ
て
き
て

い
る
。
さ
ま
ざ

ま
な

メ
デ

ィ
ア
の
華

々
し
い

登
場

に
支
え
ら
れ

て
言
論
や
お
し

ゃ
べ
り

は
い
よ

い
よ
に
ぎ

や
か
に
な

り
な

が
ら
、

し
か
し
そ

の
よ
う
な
危
惧

は
か
え

っ
て
深
ま
る
ぼ

か
り
で
は
な

い
だ

ろ
う
か
。
近
時
、
言
語
論

・
言
語
学

・
言
語
哲
学
が
花
盛
り
で
あ

る
。

こ
の

現
象
が
、

ひ
と

つ
に
は
今

日
の
困
難
な
情
勢

に
触
発
さ
れ

て
の
こ
と
で
あ

る

な
ら
ば
、

わ
が
国

の
言
霊
論

の
再
生

に
よ
る
新
し

い
言
語
論

・
言
語
学
の
形

成
を
期
待
し

て
も
よ

い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

新
し
い
言
霊
論

言
霊
論
と
銘
打

っ
た
論
文
と
し

て
大
森
荘
蔵

の
論
文
集

『物
と

心
』
(
一
九

七

六

東
大
出
版
会
)

の
中

の
論
文

「
こ
と
だ
ま
論
-

言
葉
と

「
も

の

・

ご
と
」
i

⊥

を
紹
介

し

よ
う
。

こ
の
論
文

は

一
九
七

二
年
末

に
京
都
大
学

文
学
部

で
行
な

わ
れ

た
講
義

メ
モ
に
も
と
づ
き
、
翌
年

『
講
座
哲

学
2

世

界

と
知

識
』

(東
大
出
版
会
)

に
掲
載
さ
れ
た
論
文

で
あ

る
。

論
者

の
関
心
は
真

理
論

に
あ

る
。
そ

こ
で
は
、
デ

カ
ル
ト
と
ブ

レ
ン
タ
ー

ノ
に
よ

っ
て
と
く

に
促
進

さ
れ

た
、
対
象
と
表
象
と

の
二
重
化

・
二
元
化

の

傾

向
、

そ

の
誘
惑

に
抗

し
き
れ
ず

に

つ
い
そ
れ
自
身
を
唯

一
の
正
し

い
立
場

と
思

い
込
む

二
元
論
を
取

り
こ
わ
し
、

一
元
論

の
構
図
を
示
そ
う
と
す
る
。

そ

の

一
環
と
し
て
言
葉

の
問
題

が
取

り
あ
げ

ら
れ

る
の
で
あ

る
。

二
元
論

の
仮
構

は
、
存

在
と
意
識
、
物
と
そ

の
表
象
、
世
界
自
体
と
そ

の

世
界

「
像
」
、
物
と
心
、
身
体
と
心
、

そ
し
て
認
識

主
観
と
客
観
、

こ
う
し

た
様

々
な
形

の
二
元
的
対
立
を
前
提
と
し
て
真

理
や
実
在
、
認
識
、
意
味
な

ど
を
説
明
し
去

ろ
う
と
す
る
。
し
か
し
そ
れ
は
可
能

だ
ろ
う
か
。

た
と
え
ば
、

身
体
と

心
と

い
う

こ
と
を
例

に
と
れ
ば

、
身
体

の
ど
こ
に
、

ま
た
身
体

の
外

の
ど

こ
に
身
体
と
異
な

る
心
が
あ

る
と
指
摘

で
き
る

の
か
。
ま
た
心
の
働
き

は
身
体

の
、

た
と

え
ぽ
脳
と

い
う
身
体

の

一
部

の
働
き
、
神
経
と

い
う
身
体

の

一
部
の
働
き

を
離
れ

て
ど

こ
に
そ

の
存
在
を
指
摘

で
き
る

の
か
。
身
体

と

い
い
心
と

い
う
が
、
そ
れ
ら

は

一
つ
の
同

一
の
世
界

の

一
部
を
特
定

の
仕
方

で

「抜
き
描
」
き

し
た
も

の
に
す
ぎ
な

い
。

二
元
論
を
唯

一
の
真
理
論
と
し

て
う
け
と
め
る
こ
と
は
誤

っ
た
態
度

で
あ

る
。

わ
れ
わ
れ
が
毎

日
、

目
で
見
、
耳

で
聞
き
、

五
体

で
触
れ

て
い
る
日
常

的
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世
界

は
科
学
的
世
界

の
主
観
像
で
は
な
く
、
科
学
的
世
界
像

は
日
常
的
世
界

の
客
観
像

で
は
な

い
。

一
に
し
て
同

一
な
る
世
界

の
、

二
種

の
言
葉

で
な
さ

れ
る

二
つ
の

「
抜
き
描
き
」

が
、

日
常
的
世
界
と
科
学
的
世
界

の
描
写
な

の

で
あ
る
。

一
に
し
て
同

一
な
る
世
界

は

一
元
論
的
構
図

に
よ

っ
て
よ
り
よ
く
、

正
し
く
と
ら
え
ら
れ

る
。

こ
こ
で
は
、
認
識
論
的

に
は
私
と
世
界
、
主
観
と

客
観

と

の
間
に
切
れ

目
は
な
く
な

り
、
た
だ
生
存
と
行
為

に
お

い
て
私

は
世

界

の
他

の
も

の
と
鋭
く
区
切
ら
れ
、
時
と
し

て
敵
対
す
る

こ
と

に
も
な
る

の

で
あ

る
。

こ
の

一
元
論
的
構
図

で
は
、
結
論
を
先
取
り

に
し

て
い
え
ぽ
、
伝
統
的

な

真

理
論

の
中

で
、
対
応
説

(8
旨
o
ω℃
o
民

穹

8

爵
8
亳
)
で
は
な
く
、

プ

ラ

グ

マ
テ

ィ
ズ

ム
に
汚
染
さ
れ
た

整
合
説

(o
O
ゲ
oお
p
o
①
臣
o
o
亳
)

を
と

る
こ

と

に
な

る
。
整
合
説

に
対
す

る
伝
統
的
非
難
、

す
な
わ
ち
真

理
は

一
つ
で
は

な
く
多
義
と
な

る
と

い
う
非
難

に
対

し
て
、
真

理
は
固
定

し
た
も

の
で
は
な

く
、
揺
動
す

る
も

の
だ
と
、
論
者

は
答
え
る
。
も

と
よ
り

「
実
在
」
も
揺
動

す

る
。
そ
し

て
、
「
こ
と
ば
」

は
そ

の
揺
動

す
る
実
在

(現
実
性
)
に
か
ま
わ

ず
、
「
存
在
」
を
呼
び
起

こ
し
、

立
ち
現

わ
し
め
る
。

こ
れ

こ
そ

「
こ
と
だ

ま
」

の
働
き
な

の
で
あ

る
と

い
う
。

で
は
、

こ
と
ば

と
そ

の
働
き
、

「
こ
と

だ
ま
」
的
働
き

は
ど
う
説
明
さ
れ

る

の
で
あ

ろ
う
か
。
1

「犬
」
と

い
う
語

は
、

犬

の
概
念
、

犬

の
表
象
、

犬

の
イ

メ
ー
ジ
な
ど

の
名

前
な
の
で
あ

る
と
、

ソ
シ

ュ
ー
ル
、
オ
グ
デ

ン
、

リ

チ
ャ
ー
ズ
そ
し
て
そ
の
亜
流

は
い
う
。

し
か
し
、

こ
れ
が

お
か
し

い
こ
と

は

一
目
瞭
然
で
あ

る
。

も
し

「
犬
」
と

い
う
語
が
犬

の
概
念

・
表
象

・
イ

メ

ー
ジ

の
記
号
で
あ

る
な
ら
ば
、
そ

の
記
号
が
名
指
す

「
も

の
」
が
な
く

て
は

な
ら
な

い
が
、
そ

の

「
も

の
」
と

は
何
な

の
か
と

い
う

こ
と

に
な
る
。

言
葉

は

一
義
的

に
そ

の
内
容

や
意
義
を
決
定
さ
れ

て
い
な

い
。

「
水
を
く

だ
さ

い
」

と

い
う
言
葉

は
、
多
岐
多
様
な
内
容
を
も
ち
、
千
差
万
別

に
働
く
。

「
水
を
く

だ
さ
い
」

は
話

し
手
が
誰

か
、
聞
き
手
が
誰
か
、
場
所

は
、
時

は
、

天
気

は
、

水
の
在

り
場
所

は
と

か
、
そ
れ
ら

の
異
な
り

に
お

い
て
内
容
も
異

な
り
、
多
岐
多
様

に
働
く
。
楽
譜
が
音
楽

で
は
な

い
よ
う

に
、

一
義
的

に
内

容

.
意
義
が
決
定
さ
れ

て
い
る
と
考
え
ら
れ

て
い
る

「
水
を
く
だ
さ
い
」
と

じ
づ
ら

い
う
国
語

は
言
葉

で
は
な

い
。

チ

ョ
ム
ス
キ

ー
は
字
面

の
表
層
構
造
と
話

し

手

の
意
図

し
た
深
層
構
造
と

の
区
別
を
指
摘
し
た
が
、

言
葉

の
働
き

は
、

こ

の

「
深
層
」

に
あ

る
の
で
は
な
く
、
「底
」
、
す
な
わ
ち
具
体
的
、
個
別
的
な

状
況

で
の
働
き

に
あ

る
。
国
語
と

い
う

「
言
葉
」
が
あ

る

の
で
は
な
い
。
国

語

で
の
語

は
各
種

の
音
符

つ
ま
り
お
た
ま
じ

ゃ
く

し
や
休
止
符
そ

の
他

の
記

号

に
当
り
、
文
法

は
作
譜

規
則
に
あ

た
る
。
規
則

や
記
法

で
あ

る
国
語

は
言

葉

で
も
な
く
、
言
葉
使

い
で
も
な

い
。

野
球
規
則
が
野
球
試
合

で
な
く
、
将

棋
規
則
が

一
つ
の
勝
負
で
な
い

の
と

同
様

で
あ

る
。

声

は
身
体

の

一
部
と
見

て
と

る
こ
と
が

で
き

る
。

日
常
生
活

の
場

で
の
わ

れ
わ
れ

の
働

き

は
身
振

り
と

し
て
働
く
。
身
振
り

は
体
振
り

(頭
や
手
足
や

み

胴

の
動
き
)
、
視
振

り

(目
で
も

の
を
言

い
、
目
顔

で
知
ら

せ
る
)
、
声
振
り

(
こ
と
ば
)
が

一
体
と

な

っ
て
働
く
と

こ
ろ
に
あ

る
。
だ
が
、
手
足

の
及
ば

な
い
、
視
線

の
及
ば
な

い
と

こ
ろ
に
ま

で
及
ぶ
点

で
、
声
振
り

(
こ
と
ぽ
)

は
最

も
強
力
と

い
え
よ
う
。

「水
を
く
だ
さ

い
」
と

い
う
人

は
、

そ

の
よ

う

に
声
振

る
こ
と

に
よ

っ
て
、
相
手

に

「
水
を
望

ん
で
い
る
人
」

と
し
て
自
分

を
立
ち
現

わ
し
、
水
を
得

よ
う
と
す

る
。
相
手
が

「
水
を
く
だ
さ

い
」
と
声

振

る
と
き
、
そ

の
特
定

の
状
況

の
中

で
相
手
が

「
水
を
欲
し
が

り
、
そ
れ

を

わ
た

し
に
求

め
て
い
る
」
と

い
う
相
貌
を
も

っ
て
わ
た
し
に
立
ち
現

わ
れ

て

く

る
。

相
手
が

「
今
朝
賀
茂
川

の
水

か
さ
が
増
し
た
」

と
い
う
声

を
聞

い
た
と
き
、
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わ
た
く
し

に
水

か
さ
を
増
し
た
、
今

朝
と

い
う
過

去

の
賀
茂

川
そ

の
も

の
が

ひ

か
ゆ
立

ち
現
わ
れ

る
。
相
手

の
言
葉

の

「意

味
」

を
了
解

し
、
そ

の

「
意

味
」

を

「
通
し

て
」
今
朝

の
水
か
さ
を
増

し
た
賀

茂
川
が
立
ち
現

わ
れ

る
の

で
は
な
い
。
「
意
味
」
を
仲
介
者
と
せ
ず
、
「
意
味
越
し
」

に
賀
茂

川
を
志
向

す

る
の
で
も
な

い
。

聞
き
手

の
側

か
ら
す
れ
ば
、
言
葉

の
意
味

の
了
解
な
る
も

の
は
、

そ
の
言

葉
が
命
令

や
懇
願

の
類

で
あ
れ
ば
話

し
手

の
声
振
り

に
触
れ
ら
れ
て
動
か
さ

れ
る
こ
と
、
叙

述
の
場
合

で

み
れ

ぽ
、
或

る

「
も

の
」
「
こ
と
」
が
或
る
仕

ヘ

へ

ぬ

方

で
立
ち
現
わ
れ
る
こ
と
、

し
か
も
じ

か
に
立

ち
現
わ
れ

る
こ
と

に
他
な
ら

ヘ

へ

ら

な

い
。

す
な
わ
ち

「
言
葉

(声
振

り
)
」
が
じ

か
に

「
も

の
」
や

「
こ
と
」
を

立
ち
現
わ
し

め
る

の
で
あ
る
。
言
葉

の
働
き

は
こ
の
点

に

お

い

て
ま

さ

に

「
こ
と
だ
ま
」
的
な

の
で
あ
る
。

し
か
し
、
個

々
の
人
の
身
振

り
の

一
部

で

あ

る
声
振
り
を
離
れ

て
言
葉

は
な

い
。

し
た
が

っ
て

「
こ
と
だ

ま
」
が
宿

る

の
は
声
振
り

に
、
し
た
が

っ
て
身
振
り
、
し
た
が

っ
て

「
人
」

に
宿

る
と

い

う

べ
き

で
あ

る
。

「
こ
と
だ

ま
」

は
あ

り
ふ
れ
た

日
常
茶
飯

の
も

の
で
あ

っ
て
、
何

の
神
秘

も
な
い
の
で
あ

る
。

た
だ
大
切
な

こ
と

は
、
声
振
り

(
こ
と
ば
)

が
じ
か

に

「
も

の
」
「
こ
と
」

を
立
ち
現

わ
し
め
る
の
で
あ

っ
て
、
「
意
味
」
や

「
表
象
」

と

い
う
仲
介
者
を
通
し
て
で
は
な
い
、
と

い
う

こ
と

を
示
唆
す

る
点

で
あ
る
。

声

は
声

振
り

(
こ
と
ぽ
)
と

い
う
実
在

に
よ

っ
て
人

に
振
れ
、
そ
う
し

て
何

ご
と
か
を
じ
か

に
立
ち
現
わ
し
め
る
こ
と
が
、
そ

の
本
来

の
働
き
な

の
で
あ

る
。
そ
れ
が

「
こ
と
だ
ま
」

の
働
き

な

の
で
あ

る
。

以
上

で
紹
介
を
終
り
と
し
、
次

に
大
森

「
こ
と
だ
ま
」
論

の
特
徴
と
思
わ

れ

る
点
を

四
つ
挙
げ

て
み
よ
う
。
e
近
代
以
前

の
言
霊
観
念

.
言
霊
論
が
特

定

の
こ
と
ぼ
や
、
と
く

に
和
歌
を

め
ぐ

っ
て
展
開
さ
れ
た

の
に
対

し
て
、
大

森

「
こ
と
だ
ま
」

論

は
、

そ

の
よ
う
な
限
定
が

な
く
、

す

べ

て

の

こ
と

ば

に
っ
い
て
言
霊

の
働
き
を
認
め
て

い
る
。
◎
近
代
以
前

の
言
霊

の
も

つ
呪
術

性

・
神
秘
性
が
清
算
さ
れ

て
い
る
。
言
霊
は
言
葉

に
関

す
る
半

々
凡

々
た
る

日
常
茶
飯

の
事
実
と
し
て
世
俗
化
さ
れ

て
い
る
。
国
真

理
論
の

一
環
と

し
て

論

じ
ら
れ
、

二
元
論
を
打
ち

こ
わ
し
、

一
元
論

は
構

図
を
描
く
た
め

の
重
要

な

キ
ー
ワ
ー
ド
の

一
つ
と

し
て
使
わ
れ

て
い
る
。
㈱
わ
が
国

の
こ
と
ば

の
卓

越

性
の
根
拠
と

し
て
国
粋
的

に
主
張
さ
れ

る
要
素
が
払
拭
さ
れ
、

言
霊

の
観

念

が
普

遍
性
を
有
す

る
も

の
と
な

っ
て
い
る
。

こ
れ
ら

の
特
徴

か
ら
み
て
、

大
森

「
こ
と
だ
ま
」

論
は
、

こ
れ
ま
で
の
伝
統

の
う
え

に
さ
ら

に
新
し

い
言

霊
論
を
積
み
重
ね
る
も

の
と

い
え
よ
う
。
な

お
、
大
森

「
こ
と
だ
ま
」
論
を

め
ぐ

っ
て
議
論

の
応
酬
が
あ

っ
た
こ
と
を
記

し

て

お
く

(『
科
学
基
礎
論
研

究
』
第
四
三
号
参
照
)
。

言
霊

玉
手
箱

の
紐

の
結
び

は
巧
妙

か
つ
堅
固
で
、
遂

に
蓋

は
あ

か
ず
、
外

観

を
み
た
だ

け
に
終

っ
た
。

い
じ
く
り
ま
わ
し

て
、
箱

に
は
随
分
き
ず

を

つ

け
た
が
、
幸

か
不
幸

か
煙

は
も
れ
な

か

っ
た
よ
う
だ
。

(わ
た
な

べ

た
け

し

・
専
任

・
日
本
思
想
史
)
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