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― 1 ― 六人部是香の言霊論批判

六
人
部
是
香
の
言
霊
論
批
判

　
　

星
野
光
樹

　
　
　

は
じ
め
に

　

近
世
期
に
お
け
る
国
学
の
興
隆
に
よ
っ
て
、
わ
が
国
の
古
典
に
基
づ
く

神
道
説
が
主
張
さ
れ
る
が
、
と
り
わ
け
本
居
宣
長
の
国
学
の
展
開
に
お
い

て
は
、
神
々
の
働
き
に
よ
ら
な
け
れ
ば
人
間
は
存
在
で
き
な
い
と
い
う
神

観
の
提
示
と
と
も
に
、
神
々
と
と
も
に
生
き
る
人
々
の
心
の
あ
り
方
が
問

わ
れ
る
な
ど
、
神
々
と
人
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
も
「
心
」
を
め
ぐ
っ
て

理
論
化
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

こ
の
こ
と
に
は
、
人
々
が
神
々
の
存
在
か
ら
ど
の
よ
う
な
働
き
か
け
を

受
け
る
の
か
、
と
い
う
受
動
的
な
側
面
と
、
人
々
が
神
々
に
ど
の
よ
う
に

働
き
か
け
る
の
か
、と
い
う
能
動
的
な
側
面
が
あ
る
。後
者
に
つ
い
て
は
、

古
典
に
明
ら
か
に
記
さ
れ
て
い
る
祭
祀
や
祈
禱
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
そ
う

し
た
「
祈
り
」
が
ど
の
よ
う
な
条
件
の
も
と
で
成
就
す
る
の
か
、
と
い
う

こ
と
を
国
学
者
の
側
面
か
ら
な
さ
れ
た
研
究
は
、
そ
う
多
く
は
な
い
。

　

前
田
勉
は
、
人
口
に
膾
炙
し
た
「
心
だ
に
誠
の
道
に
か
な
ひ
な
ば
祈
ら

ず
と
て
も
神
や
守
ら
む
」（
以
下
、「
こ
こ
ろ
だ
に
」）
の
歌
に
つ
い
て
、

近
世
期
の
神
道
家
・
国
学
者
に
お
け
る
言
及
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、「
心

を
正
し
く
す
る
時
は
、
別
に
祈
請
せ
ず
と
も
」
神
が
守
護
す
る
と
い
う
考

え
方
が
儒
家
神
道
家
た
ち
に
よ
っ
て
追
認
さ
れ
て
い
く
な
か
、
本
居
宣
長
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は
人
の
心
の
あ
り
か
た
に
よ
っ
て
神
を
捉
え
よ
う
と
す
る
従
前
の
考
え
を

否
定
し
、
祈
る
こ
と
を
求
め
た
宣
長
の
論
に
は
神
と
人
の
心
と
の
間
に
隔

絶
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る（

1
（

。
既
存
の
神
道
説
を
批
判
の
対
象
に

据
え
た
宣
長
の
主
張
か
ら
は
人
の
生
前
の
行
い
や
心
の
あ
り
よ
う
が
神
々

の
恩
恵
と
関
わ
る
と
す
る
思
想
は
見
出
し
難
い
が
、
宣
長
以
降
の
国
学
の

展
開
に
お
い
て
、祈
願
が
ど
の
よ
う
な
条
件
で
神
々
に
納
受
さ
れ
る
の
か
、

と
い
う
問
題
は
十
分
に
検
討
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

そ
こ
で
本
論
で
は
、
平
田
派
国
学
者
で
あ
る
六
人
部
是
香
に
焦
点
を
あ

て
る
こ
と
に
す
る
。
是
香
は
山
城
国
乙
訓
郡
（
現
、
京
都
市
向
日
町
）
に

鎮
座
す
る
向
日
社
の
祠
官
で
あ
り
、
平
田
篤
胤
の
幽
冥
論
を
も
っ
と
も
展

開
さ
せ
た
国
学
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
是
香
に
つ
い
て
は
平
田
篤
胤

の
学
問
を
受
容
し
、「
産
須
那
社
」
を
中
心
に
据
え
た
幽
冥
論
を
展
開
さ

せ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た（

2
（

。
筆
者
は
、
こ
れ
ま
で
祭

祀
・
祈
祷
と
い
っ
た
祠
官
と
し
て
の
問
題
が
、「
産
須
那
神
」
信
仰
や
神

道
説
と
の
関
わ
り
を
考
察
し
、「
産
須
那
社
」
の
祭
祀
が
、「
産
霊
」
の
働

き
を
示
す
こ
と
に
積
極
的
な
関
わ
り
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
祭
祀

の
実
践
が
、
是
香
の
奨
励
し
た
倫
理
的
徳
目
で
あ
る
「
仁
慈
」「
誠
忠
」

と
密
接
に
関
わ
る
こ
と
を
指
摘
し
た（

（
（

。

　

で
は
是
香
は
、
人
々
の
「
祈
願
」
が
ど
の
よ
う
に
納
受
さ
れ
る
と
考
え

て
い
た
の
か
。
こ
の
こ
と
は
、
是
香
が
平
田
篤
胤
の
幽
冥
論
を
祠
官
と
し

て
ど
の
よ
う
に
受
容
、
展
開
し
た
の
か
、
ま
た
、
当
該
時
期
に
お
け
る
「
祈

り
」
の
問
題
が
、
神
道
思
想
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
か

を
検
討
す
る
う
え
で
も
重
要
な
事
柄
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
問
題
を
検
討
す
る
う
え
で
、
注
目
し
た
い
の
が
「
言
霊
」
に
関
す

る
是
香
の
主
張
で
あ
る
。
言
霊
と
は
、
今
日
、
言
葉
に
宿
っ
て
い
る
不
思

議
な
力
と
解
釈
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
今
日
、
神
社
界
に
お
い
て
も
祭
祀

に
お
け
る
祝
詞
の
奏
上
は
、
言
霊
の
働
き
に
基
づ
く
と
い
う
認
識
が
共
有

さ
れ
て
い
る（

（
（

。
是
香
は
祠
官
の
立
場
か
ら
そ
う
し
た
言
霊
論
を
批
判
す
る

の
で
あ
る
。

　

以
下
、
幕
末
期
「
祈
願
」
の
成
就
に
つ
い
て
、
六
人
部
是
香
の
神
道
説

の
形
成
に
お
い
て
、
祈
願
成
就
の
問
題
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
、
言

霊
論
に
対
す
る
言
説
か
ら
検
討
し
て
み
た
い
。

　
　
　

一
、
国
学
者
と
言
霊
論

　

言
霊
は
、
上
代
に
お
い
て
信
じ
ら
れ
た
言
葉
に
宿
る
霊
妙
な
働
き
で
あ

る
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
万
葉
集
に
三
首
の
み
使
用
例
が
確
認
さ

れ
る
こ
の
語
は
、
近
世
以
降
、
契
沖
を
端
緒
と
す
る
万
葉
集
研
究
の
展
開

と
と
も
に
、
言
霊
に
つ
い
て
国
学
者
に
よ
っ
て
言
及
が
な
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た（

（
（

。
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其
ノ
説
何
と
か
や
義
理
幽
微
に
通
ゆ
る
よ
り
（
割
注
略
）
其
ノ
曲マ
ガ
コ
ト説

に
眩メ
マ
ド
ヒ惑

し
て
、
溺オ
ボ

れ
泥ナ
ヅ

む
輩
も
少
か
ら
ず
…
（『
す
ゞ
の
玉
籤（

（
（

』）

　

契
沖
は
『
万
葉
代
匠
紀
』
に
、「
人
の
心
、
物
に
感
ぜ
ざ
る
ほ
ど
は
、

草
木
の
種
の
つ
ち
の
中
に
あ
る
が
ご
と
し
。
既
に
感
ず
る
に
至
り
て
、
見

る
物
聞
も
の
に
つ
け
て
、
さ
ま
ざ
ま
に
い
ひ
い
だ
せ
る
は
、
雨
露
の
め
ぐ

み
に
あ
ひ
て
も
え
出
て
、
葉
の
わ
か
れ
た
る
が
ご
と
し
。」
と
心
の
発
露

に
よ
っ
て
表
出
す
る
「
言
」
に
霊
を
宿
す
こ
と
と
し
、
山
上
憶
良
の
好
去

好
来
歌
の
に
つ
い
て
、「
言
霊
ハ
、
第
十
一
第
十
三
ニ
モ
ヨ
メ
リ
。
イ
フ

詞
ニ
霊
験
ア
ル
ナ
リ（

（
（

」
と
述
べ
、
言
葉
に
霊
が
宿
り
、
霊
験
が
あ
る
と
述

べ
る
。

　

契
沖
以
降
、
賀
茂
真
淵
の
『
語
意
考
』
に
よ
り
、
国
学
者
の
音
義
説
の

瑞
緒
が
開
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
富
士
谷
御
杖
は
、
字
音
に
固
有
の
意

味
を
持
つ
と
考
え
る
音
義
言
霊
学
派
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
国
学
者
で
あ
る

が
、
是
香
に
よ
れ
ば
御
杖
が
「
奇
僻
き
筋
に
思
ヒ
誤
め
て
、
種
々
會
言
ど

も
を
い
ひ
り
そ
ひ
し
」
こ
と
に
な
っ
た
と
論
難
す
る
。
是
香
が
御
杖
に
言

及
す
る
の
は
、「
其
ノ
曲マ
ガ
コ
ト説
に
幻メ
マ
ド
ヒ惑
し
て
、
溺オ
ボ

れ
泥ナ
ヅ

む
輩
も
少
な
か
ら
ず
、

か
ヽ
り
し
か
ば
夷
も
都
も
推
シ
並
ヘ
て
、
言
霊
の
幸
チ
ハ
い
は
ぬ
識モ
ノ
シ
リ者

も
な

く
、
言
霊
の
祐
ケ
を
語
ら
ぬ
歌
人
等
も
あ
ら
ず
な
ん
成
に
た
り
け
る
」
と

い
う
御
杖
の
言
霊
論
の
周
囲
に
対
す
る
影
響
に
鑑
み
て
の
こ
と
で
あ
る
。

　

是
香
は
言
霊
に
つ
い
て
の
学
問
の
状
況
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述

べ
る
。

　
　

�

こ
と
だ
ま
と
い
ふ
事
、
万
葉
集
よ
り
後
に
も
稀
に
は
見
え
ざ
る
に
は

あ
ら
ざ
れ
ど
も
、
は
や
く
中
昔
よ
り
其
ノ

義コ
ヽ
ロ

を
失
ひ
は
て
つ
る
事

と
知
ら
れ
て
、四
五
百
年
以コ
ナ
タ来

の
語
釈
の
書
ど
も
は
い
ふ
に
足
ら
ず
、

契
沖
が
代
匠
記
に
は
、
言
霊
は
神
霊
な
り
、
神
も
鬼
も
総
じ
て
目
に

見
え
ぬ
魂
の
し
る
し
あ
る
を
い
ふ
」
と
云
ヒ
て
止
ミ
た
り
し
を
、
県

居
翁
の
始
メ
て
言
霊
と
い
ふ
字
に
付
て
、
詞
の
活ハ
タ
ラ
キ用

の
霊タ

エ妙
な
る
と

こ
ろ
を
さ
し
て
言
霊
と
い
ひ
、
皇
国
の
言コ
ト
バ語
は
纔
カ
に
四
十
七
言
を

も
て
万
事
に
渉
リ
テ
闕
ク
る
事
無
く
、
其
ノ
詞
の
調
ヘ
ぶ
り
に
つ
き
て

は
、
聊
カ
の
詞
の
中
に
深
き
義
を
も
含コ
メ

、
此
ノ
事
を
云
ヒ
て
彼
ノ
事
に

応
ず
る
な
ど
、
不
可
思
議
ま
で
の
活ハ
タ
ラ
キ用

あ
る
、
其
う
へ
を
さ
し
て
言

霊
の
幸チ
ハ

ふ
と
も
、
祐タ
ス
ク

る
と
も
い
ふ
よ
し
に
説
れ
し
よ
り
…
鈴
屋
翁

の
も
は
ら
此
ノ
説
を
信ウ
ケ

用
ヒ
ら
れ
し
か
ば
、
其
ノ
弟
子
た
ち
も
吾
も
吾

も
と
云
ヒ
噪
ぐ
事
と
な
り
て
、
吾
カ
翁
す
ら
こ
れ
に
従
は
れ
し
か
ば

ま
し
て
近
キ
頃
の
古
ヘ
学
仕
ヘ
奉
る
徒
は
、
い
づ
れ
も
こ
れ
を
美イ
ミ
ジ
キ目

こ
と
ヽ
云
は
や
し
つ
る
を
殊
更
都
に
は
、
富
士
谷
御
杖
が
此
ノ
加
茂

翁
の
説
を
拠
と
し
て
尚
ま
た
こ
れ
に
蛇
足
を
副ソ
ヘ

て
、
言
霊
と
い
ふ
事

を
奇
僻
き
筋
に
思
ヒ
誤
め
て
、種
々
會
言
ど
も
を
い
ひ
り
そ
ひ
し
が
、
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文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
に
執
筆
さ
れ
た
『
日
中
神
事
記
』
で
は
、
事
霊

（
言
霊
）
に
つ
い
て
「
さ
て
事コ

ト

霊タ
マ

と
い
ふ
事
近
キ
頃
冨
士
谷
ノ
成
元
が
い
た

く
謬ヒ
ガ

心コ
ヽ
ロ
エ得

し
て
何ナ
ニ

く
れ
と
云
置
つ
る
事
乃
多オ
ホ
カ
ル在

を
ゆ
め
さ
る
事
と
莫ナ

思オ
モ

ひ

謬
ア
ヤ
マ
リ

そ
よ（

（
（

」
と
述
べ
て
お
り
、
早
い
時
期
か
ら
是
香
の
な
か
に
御
杖
の
言

霊
論
が
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
の
後
の
是
香
の
著
作
に
も

御
杖
の
学
説
に
対
す
る
批
判
は
確
認
さ
れ
、
是
香
に
と
っ
て
御
杖
の
学
問

は
看
過
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

富
士
谷
御
杖
は
、『
古
事
記
燈
』、『
萬
葉
集
燈
』
な
ど
、
家
学
で
あ
る

歌
学
や
古
典
に
つ
い
て
の
研
究
を
行
い
、
独
自
の
言
霊
論
を
主
張
し
た
国

学
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
言
霊
論
は
、
御
杖
の
複
雑
多
岐
に
わ

た
る
歌
論
・
神
道
論
に
お
い
て
構
築
さ
れ
て
お
り
、
御
杖
の
研
究
の
多
く

は
、
そ
う
し
た
御
杖
の
学
問
の
整
合
性
を
確
認
し
、
そ
の
中
核
に
あ
る
言

霊
論
を
理
解
す
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
き
た（

（
（

。

　

御
杖
に
よ
れ
ば
、
言
霊
と
は
万
葉
集
の
言
霊
の
用
例
が
「
霊
」
の
字
を

用
い
ら
れ
て
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
「
か
な
ら
ず
霊
妙
の
物
あ
り
て
、

そ
れ
が
、
わ
が
思
ふ
所
を
た
す
け
さ
き
は
ふ
心
な
る
事
明
ら
か
也
」（『
古

事
記
燈
大
旨
』
上（
（1
（

）
と
し
て
、
人
か
ら
発
せ
ら
れ
た
言
葉
に
霊
が
宿
る
と

す
る
点
は
契
沖
と
異
な
ら
な
い
が
、「
代
匠
記
今
井
似
閑
が
聞
書
に
云
「
言

霊
と
は
、
言
に
た
ま
し
ひ
の
あ
る
と
い
ふ
が
ご
と
し
、
い
は
へ
ば
よ
ろ
こ

び
来
り
、
の
ろ
へ
ば
う
れ
へ
い
た
る
か
如
し
」
と
い
う
説
に
つ
い
て
、「
こ

の
説
今
少
し
心
ゆ
か
ぬ
也
」（
同
前
）
と
述
べ
る
。
御
杖
の
言
霊
論
は
人

間
の
持
つ
所
欲
の
発
揚
と
深
く
関
わ
る
言
葉
に
宿
る
も
の
と
し
た
、
以
下

の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。

　

御
杖
は「
ま
づ
人
と
い
ふ
は
、神
を
身
内
に
や
ど
し
た
る
も
の
ゝ
名
也
、

神
と
い
ふ
は
、
人
の
身
内
に
や
ど
り
た
る
も
の
を
云
也
、
さ
れ
ば
神
を
主

と
す
る
も
、
も
と
人
を
ば
要
と
し
て
の
教
な
り
と
し
る
べ
し
、
此
人
身
中

の
神
な
に
物
ぞ
と
い
ふ
に
、
人
か
な
ら
ず
理
欲
の
二
つ
あ
り
て
、
そ
の
欲

を
つ
か
さ
ど
る
を
ば
神
と
い
ひ
、
理
を
つ
か
さ
ど
る
を
ば
、
人
と
い
ふ（
（（
（

。」

（『
古
事
記
燈　

大
旨
下
』）と
述
べ
る
。人
は
神
を
宿
し
た
存
在
で
あ
っ
て
、

「
欲
」
を
司
る
存
在
と
い
う
。
そ
の
人
の
欲
と
は
「
お
ほ
よ
そ
お
ほ
や
け

な
る
事
は
顕
に
も
す
へ
く
私
な
る
す
ち
は
幽
に
す
へ
き
を
も
て
み
れ
は
神

祇
と
称
す
へ
き
も
の
は
人
々
の
私
思
欲
情
こ
れ
な
り�

す
へ
て
人
の
私
思

欲
情
は
人
道
の
理
は
し
の
く
事
あ
た
は
ざ
る
が
故
に
深
く
胸
臆
に
こ
め
て

み
そ
か
に
行
ひ
て
他
の
見
聞
を
恥
る
事
こ
れ
幽
中
を
処
と
す
る
し
る
し
な

り
」（『
古
事
記
燈
』
七
神
三
叚
神
代
七
世（
（1
（

）
と
述
べ
、
お
よ
そ
「
人
の
私

思
欲
情
」
は
人
に
見
せ
な
い
事
柄
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、「
幽
」
で
あ
り
、

こ
こ
に
人
の
欲
と
「
神
」
が
「
幽
」
の
理
の
う
え
で
繋
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
「
幽
」
の
理
と
関
わ
っ
て
御
杖
が
重
視
す
る
の
が
「
倒
語
」
で
あ

る
。
そ
れ
は
「
い
は
ま
ほ
し
き
事
を
深
く
言
に
つ
ゝ
し
め
る
心
の
う
ち
の

く
る
し
さ
を
神
も
あ
は
れ
と
お
ぼ
す
ぞ
か
し
」（『
萬
葉
集
燈
』
一
巻（
（1
（

）
と
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す
る
「
言
の
つ
け
ざ
ま
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
言
霊
と
は
、「
詞
の
外
に

所
思
の
い
は
ず
し
て
こ
も
れ
る
所
を
し
ろ
し
め
す
神
の
霊
」（
同
前
）
で

あ
る
と
述
べ
る
。
御
杖
の
言
霊
は
、
こ
の
「
倒
語
」
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ

る
言
葉
と
密
接
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
先
述
し
た
「
い
は
へ
ば
よ
ろ
こ

び
来
り
、
の
ろ
へ
ば
う
れ
へ
い
た
る
」
と
い
っ
た
言
葉
の
表
現
は
「
直
語
」

（
思
う
こ
と
を
そ
の
ま
ま
に
述
べ
る
言
葉
の
こ
と
）
で
あ
り
、
言
霊
た
り

得
な
い
と
い
う
。

　

な
お
、
そ
の
「
あ
は
れ
」
と
思
う
主
体
と
な
る
「
神
」
に
つ
い
て
、
御

杖
は
事
代
主
神
で
あ
る
と
し
て
い
る
。「
す
べ
て
所
思
の
す
ぢ
を
此
神
に

ま
か
せ
奉
り
て
詞
は
人
よ
り
端
を
お
こ
す
べ
か
ら
む
や
う
に
つ
く
る
時
は

此
神
そ
の
言
外
を
さ
き
は
ひ
た
す
け
た
ま
ひ
て
か
な
ら
ず
人
の
心
を
し
て

察
し
知
ら
し
め
給
ふ（
（1
（

」
と
述
べ
、
事
代
主
神
が
人
の
「
所
思
」
を
人
に
「
察

し
知
ら
し
め
」る
こ
と
に
働
き
か
け
る
も
の
で
あ
り
、「
言
に
霊
あ
る
時
は
、

そ
の
霊
お
の
づ
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
」（『
眞
言
弁
』
下
巻（
（1
（

）
と
い
う
。
そ
の
祈
願
の
内
容
に
つ

い
て
は
、「
所
欲
の
す
ぢ
は
為わ
ざ

に
い
づ
べ
か
ら
ぬ
時
宜
の
。
そ
の
時
宜
に

か
な
へ
む
こ
と
の
か
た
さ
に
。
せ
め
て
歌
に
よ
み
て
。
ひ
た
ぶ
る
心
を
な

ぐ
さ
め
む
と
す
る
心
こ
れ
な
り
」（
同
前
）
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
社

会
的
な
制
約
（「
時
宜
」）
に
お
い
て
高
ま
っ
た
適
え
難
い
心
を
な
ぐ
さ
め

る
、
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
歌
が
あ
る
と
い
う
。
人
の
「
思

お
も
ひ
し
れ
と
も
思
ひ
す
つ
る
事
あ
た
は
ず
し
て
な
ほ
そ
の
所
欲
の
達
せ

ま
ほ
し
き
心
」
は
、
人
道
の
理
の
な
か
で
「
い
よ
い
よ
そ
の
勢
つ
よ
く
な

り
」、「
つ
ひ
に
制
止
す
る
事
つ
よ
き
時
」
は
「
或
は
病
と
な
り
或
は
乱
心

し
或
は
出
奔
し
あ
る
い
は
自
殺
す
る
に
い
た
る
」（『
古
事
記
燈
』
七
神
三

叚
神
代
七
世（
（1
（

）
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
人
間
の
制
止
し
が
た
い
心
情
に
お

い
て
「
言
霊
」
は
宿
る
の
で
あ
り
、
そ
の
心
情
を
慰
め
て
達
成
す
る
こ
と

が
「
歌
」
で
あ
り
、
同
時
に
「
神
人
に
通
じ
不
思
議
の
幸
を
も
う
べ
き
」

と
い
う
「
神
道
」
の
眼
目
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

こ
の
よ
う
に
御
杖
の
言
霊
論
に
お
い
て
は
、
言
霊
の
主
体
と
な
る
事
代

主
神
が
登
場
す
る
に
せ
よ
、
人
の
欲
求
を
生
起
せ
し
め
る
存
在
と
し
て
の

内
な
る
「
神
」
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
神
代
の
出
来
事
を
「
神

武
帝
の
大
御
身
の
う
ち
な
る
御
神
た
ち
と
、
天
下
衆
人
の
身
中
な
る
神
と

の
、や
ご
と
な
き
道（
（1
（

」（
同
前
）と
い
う
主
張
と
表
裏
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

神
代
は
外
在
す
る
神
々
の
歴
史
で
は
な
く
、
神
武
天
皇
と
人
々
に
内
在
す

る
神
々
に
つ
い
て
教
え
諭
し
た
も
の
で
あ
る（
同
前
）。神
社
の
存
在
も「
人

の
一
身
を
八
所
と
し
、
こ
の
大
御
国
を
八
島
と
し
た
ま
ひ
し
は
、
日
本
一

国
を
、
人
の
一
身
に
配
し
た
る
も
の
な
れ
ば
、
其
国
々
に
社
を
建
て
給
ひ

し
主
意
は
、
人
身
の
う
ち
に
も
と
よ
り
此
神
々
あ
り
な
が
ら
所
を
得
ざ
る

が
故
に
、
そ
の
所
を
定
め
て
い
つ
け
と
の
御
を
し
へ
に
て
、
全
く
書
籍
の

か
は
り
な
る
べ
き
也（
（1
（

」
と
い
う
説
明
か
ら
、
文
字
と
し
て
記
し
た
書
籍
の
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な
い
時
代
に
身
体
に
示
さ
れ
る
働
き
を
人
々
に
「
寓
す
る
」
も
の
に
す
ぎ

な
い
。
神
々
に
対
し
て
霊
妙
な
働
き
が
示
さ
れ
る
「
神
社
に
い
つ
く
」
と

い
う
行
為
に
つ
い
て
も
、
二
義
的
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　

�

後
世
こ
の
神
道
に
乗
る
教
う
し
な
は
れ
て
、
た
ゞ
神
社
を
ま
つ
り
、

ゆ
ふ
襷
を
か
け
、
鈴
を
ふ
り
、
大
祓
の
詞
を
と
な
へ
、
潔
斎
を
わ
ざ

と
し
て
、
こ
れ
を
神
道
と
こ
ゝ
ろ
得
、
甚
し
く
し
て
は
、
神
は
社
の

み
お
は
し
ま
す
物
な
り
と
思
へ
る
事
、
い
と
も
い
と
も
か
た
は
ら
い

た
き
事
ど
も
也
（
中
略
）
わ
が
所
欲
を
そ
の
神
に
ま
を
し
、
わ
れ
は

無
為
に
し
て
そ
の
所
欲
を
達
せ
ん
と
せ
よ
と
て
、
神
社
は
設
は
じ
め

た
ま
へ
る
に
あ
ら
ず
、い
の
り
て
神
の
た
す
け
を
得
る
事
も
あ
れ
ど
、

や
が
て
そ
の
神
を
ば
我
に
勧
請
せ
ん
は
、
祈
る
よ
り
も
な
ほ
近
路
な

る
を
や　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
古
事
記
燈　

大
旨
下（
（1
（

』）

　

神
社
に
お
け
る
祭
祀
な
ど
は
、「
神
道
」
の
教
え
を
失
っ
た
「
か
た
は

ら
い
た
き
事
」
で
あ
る
。
と
く
に
神
々
に
対
す
る
祈
禱
は
「
神
の
た
す
け

を
得
る
事
」
が
あ
る
に
せ
よ
、
そ
の
ま
ま
人
の
う
ち
に
神
を
勧
請
す
る
ほ

う
が
早
い
と
ま
で
述
べ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
御
杖
の
主
張
は
、
神
社
に
祭
ら
れ
る
よ
う
な
外
在
す
る
神
々

の
働
き
を
矮
小
化
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。「
産

須
那
神
」
の
信
仰
を
主
張
す
る
是
香
か
ら
す
れ
ば
、
御
杖
の
論
は
到
底
受

け
入
れ
ら
れ
る
内
容
で
は
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
御
杖
の
言
霊
論
に
お
い
て
説
か
れ
て
い
る
、
人
が
根

源
的
な
欲
求
や
、「
ひ
と
へ
心
」
が
、
内
な
る
「
神
」
と
外
在
す
る
「
神
」

（
事
代
主
神
）
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
成
就
す
る
と
い
う
論
理
は
、
人
の

心
の
発
揚
と
し
て
の
祈
願
を
「
産
須
那
神
」
が
ど
の
よ
う
に
納
受
す
る
か

と
い
う
思
想
的
課
題
と
し
て
立
ち
現
れ
、
そ
の
後
の
是
香
の
言
霊
論
の
形

成
に
影
響
を
与
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
論
を
展
開
す
る

た
め
に
基
盤
と
し
た
の
が
篤
胤
の
学
問
で
あ
っ
た
。

　
　
　

二
、『
す
ゞ
の
玉
籤
』
に
お
け
る
言
霊
論

　

是
香
に
よ
れ
ば
、
山
上
憶
良
の
「
神
代
よ
り
云
伝
け
ら
く　

虚
見
つ
倭

国
は　

皇
神
の
い
つ
く
し
き
国　

言
霊
の
さ
き
は
ふ
く
に
と　

か
た
り
つ

ぎ
い
ひ
つ
が
ひ
け
り
」
と
あ
る
歌
を
真
淵
が
「
事コ
ト
タ
マ霊

之ノ

所タ
ス
ク
ル
ク
ニ
ゾ

佐
国
敍
と
あ
る

即
チ
こ
れ
に
て
、
言
挙
す
る
時
は
一
ト
言
に
神
の
御ミ

霊タ
マ

坐
シ
て
、
幸
サ
キ
ハ
ヒ

を
な

し
給
へ
り
」
と
解
釈
を
誤
っ
た
こ
と
に
よ
り
、「
天
下
の
諸
博
士
こ
れ
に

雷
同
し
て
、
祝ホ
ギ
ゴ
ト言

す
れ
ば
詞
に
霊
あ
り
て
其
ノ
祝
言
を
成
幸
ひ
給
ひ
、
願ネ
キ

言コ
ト

す
れ
ば
其
ノ
願
言
を
祐
ケ
成
し
給
ふ
事
と
思
ヒ
と
り
つ
る
」（『
す
ゞ
の

玉
籤（
11
（

』）と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、言
葉
に
霊
を
宿
す
こ
と
の
批
判
は「
願
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言
」
を
成
就
さ
せ
る
と
い
う
点
に
向
け
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

し
て
、
是
香
の
言
霊
論
は
、
従
前
の
言
葉
に
霊
が
宿
る
と
い
う
当
時
（
そ

し
て
現
在
も
）
の
前
提
を
否
定
し
、「
言
霊
と
い
ふ
義
は
あ
る
べ
く
も
あ

ら
ざ
れ
ば
、
古
ヘ
言
霊
と
い
ひ
つ
る
は
此
ノ
字
ノ

義コ
ヽ
ロ

に
は
あ
ら
で
、
心コ
ヽ
ロ

利ド

霊ダ
マ

と
い
ふ
言
の
約
り
た
る
な
り（
1（
（

」（
同
前
）
と
し
て
、
心
の
活
用
と
す
る

点
に
あ
っ
た
。

　
「
心コ
ヽ
ロ

利ド

霊ダ
マ

」
と
は
、
師
篤
胤
が
言
霊
に
つ
い
て
「
言コ
ト

」
を
「
心コ
ヽ
オ
ト音
」
と

解
釈
し
、
興
台
産
霊
神
の
こ
と
と
す
る
師
篤
胤
の
説
を
踏
襲
す
る
も
の
で

あ
る
。

　

興
台
産
霊
の
神
と
は
、『
日
本
書
紀
』
神
代
巻
上
の
一
書
に
み
え
る
神

で
あ
り
、
天
児
屋
命
の
父
神
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
神
に
つ
い
て
篤
胤
は

つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

�

さ
て
此
ノ
神
の
御
父
神
を
。
興コ
ヽ

台ト

産ム
ス

霊ビ
ノ

神
と
申
す
。
御
名
の
義コ
ヽ
ロ

は
、

御ミ

コ

コ
子
児
屋ヤ

根ネ
ノ

命
の
功イ
サ
ヲ
シ績
よ
り
延ヒ
キ

て
考
ふ
る
に
。
興
台
は
本
よ
り
借カ
リ

字モ
ジ

に
て
。
心コ
ヽ
ロ

利ド

の
義
な
り
。
其ソ

は
万
葉
に
。「
山ヤ
マ

菅ス
ゲ

の
止ヤ
マ

ず
て
公キ
ミ

を
念オ
モ

ふ
か
も
。吾ワ
ガ

心コ
ヽ
ロ
ド神
の
頃
コ
ノ
ゴ
ロ

は
な
き
。ま
た
吾ワ

が
情コ
ヽ

利ロ
ド

の
生イ
ケ
リ

と
も
な
き
。

ま
た
吾
が
情コ
ヽ
ロ
ド度

の
和ナ
グ

る
日
も
な
し
。
な
ど
数ア
マ
タ

あ
る
情コ
ヽ

利ロ
ド

こ
れ
な
り
。

…
然
れ
ば
利
心
。心
利
た
ゞ
反
さ
ま
に
云
る
の
み
こ
そ
有
れ
。弥
心
。

心
弥
の
反
さ
ま
な
る
と
同
シ
意
に
て
。
許
碁
登
と
は
。
御
心
眞
利
ヽ
。

弥
足
ひ
坐
る
由
の
御
名
な
り
…
さ
て
興コ

ヽ

台ト

産ム
ス

霊ビ
ノ

神
は
。
こ
の
思
ひ
の

霊ク
シ
ビ妙

な
る
功イ
サ
ヲ
シ徳

を
持モ
チ

給
へ
る
が
故
に
。
産ム
ス

霊ビ

て
ふ
御
名
を
も
負オ
ヒ

坐マ
セ

る

事
と
知
ら
れ
た
り
。（
割
注
略
）
然
る
に
此
ノ
神
の
。
思
ヒ
慮
り
の

智サ
ト
リ

ま
し
け
る
事コ
ト
ノ
ア
ト蹟

の
見
え
ざ
る
は
。
御ミ

子コ

児
屋
根
ノ
命
（
割
注
略
）

に
至
り
て
。
其
ノ

神ミ
イ
キ

徳ホ
ヒ

の
顕ア
ラ

は
る
べ
き
。
幽
き
所イ
ハ

由レ

あ
り
し
由ユ
ヱ

な

る
べ
し
。（
割
註
略
）
然サ

る
は
言コ
ト

は
。
心コ
ヽ
ト神

の
緒ヲ
ロ

を
弁ワ
キ
マ

へ
述ノ
ブ

る
。
大

切
の
物
に
て
。
此
を
善ウ
ル
ハ

し
く
云イ
ヒ

得エ

ず
て
は
。
思オ
モ
ヒ

慮ハ
カ

り
の
徳ハ
タ
ラ
キ用
を
成
ス

こ
と
能ア
タ

は
ざ
れ
は
。
心
と
言
と
よ
く
相ア
ヒ
カ
ナ
ハ適

ず
は
有
べ
か
ら
ぬ
態ワ
ザ

な

る
に
。
児
屋
命
其ソ

を
兼
て
。
御
心
の
八ヤ

意コ
ヽ
ロ

な
る
は
更
に
も
云
ハ
ず
。

其
ノ
言
善ウ
ル
ハ

し
く
。
彼
ノ
岩
屋
戸
ノ
段
に
。
太フ
ト

詔ノ
リ

戸ト

言ゴ
ト

よ
く
白
し
給
へ

る
に
。
天
照
大
御
神
き
こ
し
召メ
シ

て
。
若カ

此ク

言コ
ト

の
麗ウ
ル
ハ

美シ
キ

は
有
ら
ず
。

と
詔ノ
タ
マ

へ
る
を
思
ふ
に
。
万
葉
の
歌
な
ど
に
。
言コ
ト
タ
マ霊
と
あ
る
は
。
寓カ
リ

の
言コ
ト

ぐ
さ
に
は
非
ず
て
。即ヤ
ガ
テ

そ
の
御
父
。興コ
ヽ

台ト

産ム
ス

霊ビ
ノ

神
の
事
な
ら
む
。

と
所
思
る
な
り
。　　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
玉
た
す
き
』
七
之
巻（
11
（

）

　
「
興
台
」
と
は
、「
心
利
」
が
転
じ
た
「
利
心
」
を
意
味
す
る
も
の
と
し
、

「
心
」を「
こ
と
ば
」と
し
て
、う
ま
く
表
現
す
る
こ
と
を
掌
る
と
い
う「
霊

妙
」
な
神
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
岩
屋
戸
に
お
い
て
天
児
屋
根
命
が
太
詔

戸
言
を
奏
上
し
て
、
天
照
大
御
神
が
「
若カ

此ク

言コ
ト

の
麗ウ
ル
ハ

美シ
キ

は
有
ら
ず
」
と

称
賛
し
、「
其
ノ
言
善ウ
ル
ハ

し
」
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、「
さ
て
天
ノ
児
屋
ノ
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命
の
然
し
も
太
詔
詞
よ
く
白
し
給
へ
る
は
。
興
台
産
霊
ノ
神
。
そ
の
時
し

も
。殊コ
ト

に
御ミ

霊タ
マ

を
幸チ
ハ

へ
坐
し
故
な
る
こ
と
知
る
べ
し
。」（
同
前
）と
し
て
、

こ
の
興
台
産
霊
の
働
き
で
あ
る
と
し
、「
然
れ
ば
古
ノ
道
を
学
び
て
。
心コ
ヽ
ロ
ト利

か
ら
む
事
を
思
ひ
。
言
を
も
善
ウ
ル
ハ
シ

か
ら
む
と
思
は
む
に
は
。
此
ノ
神
の
御

霊
を
こ
と
に
祈コ
ヒ
ノ
ミ願

奉
る
べ
き
事
に
こ
そ
。」（
同
前
）
と
述
べ
て
、
人
の
心

の
持
ち
方
（
心
利
）
と
言
葉
の
麗
し
さ
を
求
め
る
う
え
で
、
興コ
ヽ

台ト

産ム
ス

霊ビ
ノ

神

の
「
御ミ

霊タ
マ

」
に
祈
願
す
る
こ
と
を
説
く
の
で
あ
る
。

　

篤
胤
が
「
興
台
産
霊
ノ
神
の
事コ

ト迹
を
考
へ
た
る
人
の
。
一
人
も
無
り
し

故
な
り
」（
同
前
）
と
自
負
す
る
興
台
産
霊
神
の
解
釈
に
つ
い
て
、「
さ
れ

ど
も
言コ
ト

と
は
師
説
に
、
心コ
ヽ
オ
ト音

の
約
れ
る
な
ら
ん
と
云
れ
し
は
実
に
然
る
こ

と
に
て
、
心
に
思
ふ
事
を
音ネ

に
顕ア
ラ
ハ

す
則
チ
言コ
ト

な
れ
ば
、
其
ノ
言
と
は
即
チ

心
の
其
ノ
活
用
の
上
に
い
ふ
語
に
て
、
其
ノ
活
用
の
上
に
霊ミ
タ
マ

の
あ
る
べ
き

よ
し
は
、
更
に
あ
ら
ざ
る
を
や
」（『
す
ゞ
の
玉
籤（
11
（

』）
ま
た
、「
さ
れ
ば
萬

葉
五
に
言
霊
と
書
る
は
仮
字
な
る
を
、
県
居
翁
の
其
ノ
字
意
に
泥
て
釈
れ

し
よ
り
、
代
々
ノ
識
者
も
其
説
に
服
従
し
な
か
に
、
吾
師
翁
の
己
々
登
魂

神
の
御
上
、
児
屋
命
の
名
義
な
ど
釈
れ
し
は
、
實
に
古
今
未
‐
発
の
卓
‐

見
な
る
を
、
其
因
に
此
ノ
言
霊
の
事
に
も
及
ぼ
し
て
論
は
れ
し
説
ど
も
ゝ

あ
れ
ど
、
尚
言
霊
と
己
登
魂
と
を
区
別
て
、
言
霊
の
義
に
釈
れ
し
は
い
と

も
惜
し
き
事
」（
同
前（
11
（

）
と
述
べ
て
、
師
篤
胤
が
言
霊
に
つ
い
て
「
言コ
ト

」

を
「
心コ
ヽ
オ
ト音

」
の
意
と
理
解
し
、
そ
の
結
果
、
己
々
登
魂
神
を
解
釈
し
た
こ

と
を
高
く
評
価
し
つ
つ
も
、
言
葉
の
霊
の
解
釈
か
ら
抜
け
出
て
い
な
い
こ

と
を
惜
し
ん
で
い
る
。

　

是
香
は
言
霊
の
「
心こ

と利
」
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　

�

其
ノ

心コ
ヽ
ロ

利ト

と
い
ふ
利ト

と
は
、
物
に
ま
れ
言
に
ま
れ
、
ま
た
は
人
の

所シ
ワ
ザ為
の
上
に
ま
れ
、
切セ
マ
リ迫
至キ

極ハ
マ

る
と
こ
ろ
を
さ
し
て
い
ふ
言
に
て
、

物
に
就
て
い
は
ゞ
、
男
女
の
陰
所
を
登ト

（
割
注
略
）
と
い
ふ
は
男
女

の
情
‐
合
此
ノ
物
に
切セ
マ
リ迫

至キ

極ハ
マ

る
が
故
に
こ
れ
を
登ト

と
い
ひ
、
言
に

は
す
な
わ
ち
此
ノ

心コ
ヽ
ロ

利ト

と
い
ふ
は
、
何
事
に
ま
れ
心
に
深
く
思
ヒ
入

て
、
切セ
マ
リ迫

至キ

極ハ
マ

る
と
こ
ろ
を
さ
し
て
心コ
ヽ
ロ

利ド

と
は
云
ヘ
る
な
り（

同
前
）

　
「
心
利
」
と
は
、
物
事
が
「
切
迫
至
極
」
る
状
況
を
さ
す
語
で
あ
り
、

男
女
の
性
交
を
例
と
し
て
「
心
に
深
く
思
ひ
入
て
極
る
」
状
況
の
「
と
」

で
あ
る
と
説
明
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
好
去
好
来
歌
に
み
え
る
「
言
霊
」

を
「
彼
ノ

心
コ
ヽ
ロ

利ト

魂タ
マ
ノ

神
の
取
リ
別
キ
て
洪サ
キ

福ハ
ヒ

た
ま
ふ
国
な
れ
ば
、
人
毎
に

聡サ
ト
ク
サ
カ

明
睿
智シ

き
く
に
ぞ
と
、
語
リ
継
云イ
ヒ

継ツ
ガ

ひ
け
り
と
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
。

「
か
ゝ
れ
ば
己
々
登
魂
神
は
、
何
事
の
上
に
ま
れ
、
心
魂
を
凝
し
て
千
思

萬
慮
、
切
磋
琢
磨
し
て
、
切セ
マ
リ迫
至キ

極ハ
マ

る
期ト
キ

に
は
、
霊
妙
不
思
議
の
冥
助
を

産ム
ス

霊ビ

ま
す
事
を
預
り
掌
ま
す
大
神
に
ま
し
ま
す
が
故
に
、
興コ
ヾ

台ト

産ム
ス

霊ビ
ノ

神
と
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も
申
せ
る
に
て
…
」（
同
前（
11
（

）
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
男
女
の
性
交
を
は
じ

め
と
し
て
、
心
情
や
思
慮
が
「
切セ
マ
リ迫

至キ

極ハ
マ

る
期ト
キ

」
に
お
い
て
、「
冥
助
を

幸
を
産ム
ス

霊ビ

ま
す
」
神
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　

是
香
の
言
霊
に
つ
い
て
の
理
解
に
お
い
て
、
篤
胤
が
い
う
よ
う
な
言
葉

の
麗
し
さ
に
つ
い
て
の
神
徳
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
是
香
は
天
岩
屋
戸

の
段
で
天
児
屋
命
が
祝
詞
を
奏
上
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述

べ
る
。

　
　

�

さ
て
産
須
那
神
の
厚
き
御
慈
愛
を
乞
奉
る
べ
き
事
な
れ
バ
い
か
に

優ウ
ル
ハ
シ美
く
尽
整
へ
た
る
祝
詞
に
も
あ
れ
徒
に
其
を
読
誦
た
り
と
て
神
の

納ウ

ケ受
給
ふ
べ
き
事
に
あ
ら
ず　

彼
磐
屋
戸
の
前
に
し
て
天
児
屋
根
命

の
然
ば
か
り
優
美
か
り
し
太
諄
辞
を
称
奏
し
給
へ
り
し
も
諄
ク
リ
カ
ヘ

し
数

度
神
祝
に
祝
き
給
ひ
天
ツ
神
の
教
誨
給
う
へ
る
水
取
の
神
事
も
其
太

祝
詞
を
夕
日
照
よ
り
朝
日
照
に
及
ぶ
ま
て
徹ヨ
ス
カ
ラ夜

に
請
祈
白
せ
と
勅
リ

給
し
如
く
其
の
誠
心
を
潔
白
純
一
に
し
て
其
ま
ゝ
幽
冥
界
に
往
通
ふ

ば
か
り
に
到
ら
ざ
れ
ハ
其
祈
禱
奉
る
本
義
を
其
の
神
の
感
じ
け
聞
看

し
納イ

得レ

た
ま
ふ
ま
で
に
ハ
至
ら
さ
る
な
り（『

順
考
神
事
伝　

巻
之
四（
11
（

』）

　

前
述
の
『
日
本
書
紀
』
神
代
巻
上
の
一
書
に
あ
る
天
の
岩
戸
の
く
だ
り

に
お
い
て
、
天
児
屋
根
命
が
繰
り
返
し
祝
詞
を
奏
上
し
た
と
す
る
記
述
は

な
い
。
こ
れ
は
中
臣
寿
詞
の
祝
詞
に
あ
る
「
夕
日
よ
り
朝
日
の
照
る
に
至

る
ま
で
、
天
つ
詔
戸
の
太
詔
刀
言
を
以
ち
て
告
る
」
と
あ
る
一
文
を
当
て

は
め
た
、
是
香
の
全
く
独
自
の
見
解
で
あ
る
。
そ
の
祝
詞
は
「
然
ば
か
り

優
美
」
で
あ
る
こ
と
に
は
違
い
な
い
が
、「
徹ヨ
ス
カ
ラ夜
」
に
祈
願
す
る
「
誠
心
」

を
納
得
す
る
と
い
う
理
解
に
力
点
が
置
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
述
べ
た
よ
う
に
、
是
香
の
「
こ
と
だ
ま
」
の
論
に
は
、
言
葉

に
霊
的
働
き
が
認
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
言
葉
に
お
け
る
「
願
言
」

に
興
台
産
霊
神
は
宿
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
故
、
是
香
が
「
言
霊
」
の
語

を
熟
語
と
し
て
用
い
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
興
台
産
霊
神
み
ず
か
ら
が
人

の
心
の
動
き
に
よ
っ
て「
霊
妙
不
思
議
の
冥
助
を
産ム
ス

霊ビ

ま
す
」の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
是
香
の
興
台
産
霊
に
関
す
る
言
及
は
、
篤
胤
と
の
邂
逅
を

果
た
し
て
間
も
な
い
文
政
八
年
に
な
る
『
日
中
神
事
記
』
の
「
古
登
魂
乃

神
等
に
仕
ヘ
奉
る
」
詞
の
な
か
に
確
認
さ
れ
る
。
同
書
で
は
、
篤
胤
の
『
毎

朝
神
拝
記
』
と
同
様
に
「
思
慮
言
語
の
事
に
霊
幸
へ
給
ふ
津
速
産
霊
神
、

市
千
魂
命
、
興
台
産
霊
神
、
天
児
屋
命
ノ
亦
名
八
意
思
兼
神
」
の
四
柱
の

神
々
を
神
拝
対
象
と
し
、
そ
の
拝
詞
を
定
め
て
い
る
。
同
書
に
お
い
て
是

香
は
「
さ
て
ま
た
一
前
に
対
ヒ
て
古
登
魂
乃
神
等
に
仕
ヘ
奉
る
べ
し
其
詞

ハ
」
と
し
て
、「
次
に
挙
つ
る
四
柱
の
神
等
を
毎
日
に
仕
奉
る
べ
き
よ
し

ハ
書
と
も
に
見
え
た
る
事
な
し　

然
れ
と
も
此
ハ
決キ
ハ
メ

て
毎
日
に
仕
ヘ
奉
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て
産
霊
の
神
政
は
、
甚
弘
く
大
き
く
量
も
無
き
事
な
れ
ば
、
神
等
の
功
徳

の
ま
に
ま
に
、
分
掌
た
ま
ふ
事
な
る
を
、
其
ノ
委
し
き
こ
と
は
こ
ゝ
に
い

ひ
尽
す
べ
く
も
あ
ら
ず（
11
（

」
と
述
べ
て
い
る
。『
日
中
神
事
記
』
で
興
台
産

霊
神
が
産
霊
の
働
き
を
分
掌
し
て
い
る
と
い
う
記
述
は
み
ら
れ
ず
、
産
土

神
の
説
と
同
様
、
こ
の
時
点
に
お
い
て
興
台
産
霊
神
が
「
産
霊
」
の
働
き

を
分
掌
し
て
い
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の

こ
と
は
、「
産
須
那
社
」
信
仰
論
が
確
立
す
る
嘉
永
期
以
降
の
『
顕
幽
順

考
論
』
に
見
え
、「
産
須
那
神
」
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
興
台
産
霊
神
の

働
き
を
説
明
す
る
こ
と
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　

三
、
興
台
産
霊
神
と
祈
願
と
の
関
わ
り

　

前
述
し
た
言
霊
に
つ
い
て
の
国
学
者
の
解
釈
に
お
い
て
は
、
言
葉
に
神

霊
が
宿
る
と
い
う
も
の
と
、
御
杖
の
よ
う
に
身
体
に
内
在
す
る
神
霊
の
働

き
と
外
在
す
る
神
と
の
関
連
に
お
い
て
捉
え
よ
う
と
す
る
二
つ
の
流
れ
を

確
認
で
き
た
。
そ
し
て
、
是
香
の
場
合
は
、
後
者
の
立
場
か
ら
興
台
産
霊

神
「
産
霊
」
の
働
き
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
こ
の
興
台
産
霊
神
は
是
香
の
幽
冥
論
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
『
顕
幽
順
考
論
』
で
は
、
人
間
が
幽
世
で
の
任
務
に
つ
く
た
め
に
、
顕

ら
で
ハ
あ
ら
ぬ
由
縁
を
思
ひ
得
て
師
の
挙
ら
れ
つ
る
も
の
な
る
べ
く
余マ
ロ

も

深
く
考
え
思
ひ
得
つ
れ
ハ
毎
日
に
仕
奉
る
ま
ゝ
に
挙
つ
る
」（『
日
中
神
事

記（
11
（

』）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
と
き
既
に
是
香
が
富
士
谷
御
杖
の
論
を
批

判
対
象
と
し
、
篤
胤
の
学
説
を
受
容
し
て
、
興
台
産
霊
神
を
思
慮
言
語
の

神
と
位
置
づ
け
て
い
る
点
は
注
目
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
そ
の
拝
詞
は
、

　
　

�

掛
巻
母
恐
伎
津
速
産
霊
大
神
。
市
千
魂
大
神
。
興
台
産
霊
大
神
。
八

意
思
兼
大
神
の
大
前
に
称
言
畢
奉
良
波
。
吾
事
霊
乎
言
幸
久
。
真
幸

久
守
給
比
佐
給
比
弖
。
思
慮
弥
広
久
。
心
乃
智
益
深
久
。
吾
奈
須
業

乎
神
進
尓
進
女
賜
。
神
勤
尓
勤
之
米
賜
閉
止
。
畏
美
畏
美
母
仕
奉
良

久
止
奏
。　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（『
日
中
神
事
記（
11
（

』）

と
し
て
、四
柱
の
神
霊
の
幸
に
よ
っ
て
思
慮
や
智
恵
が
い
っ
そ
う
拡
大
し
、

自
己
の
務
め
を
進
展
さ
せ
る
こ
と
を
祈
願
し
て
い
る
。前
述
し
た
よ
う
に
、

篤
胤
の
『
毎
朝
神
拝
詞
』
の
注
釈
書
と
な
る
『
玉
た
す
き
』
に
は
、
興
台

産
霊
神
の
働
き
を
言
葉
の
「
言
を
も
善
ウ
ル
ハ
シ

か
ら
む
」
と
願
う
「
言
美
志
久
」

と
い
う
祈
願
詞
が
見
え
る
が
、
是
香
の
拝
詞
に
は
抜
け
落
ち
て
お
り
、
篤

胤
と
異
な
る
見
解
が
窺
え
る
。

　
『
す
ゞ
の
玉
籤
』
で
は
、
興
台
産
霊
神
の
「
産
霊
」
に
つ
い
て
「
す
べ
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世
に
霊
魂
を
付
与
さ
れ
て
誕
生
す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
男
女

の
配
合
は
、
幽
政
を
現
政
に
成
し
行
ふ
の
所
為
に
し
て
、
殊
に
重
く
大
切

な
る
神
事
」
と
し
て
、
男
女
の
交
合
を
「
幽
政
」
と
し
て
神
々
の
働
き
に

よ
っ
て
な
さ
れ
る
「
神
事
」
と
説
明
し
、
そ
の
誕
生
に
つ
い
て
次
の
よ
う

に
述
べ
る
。

　
　

�

其
受
胎
す
べ
き
一
個
の
卵
の
表
裏
に
、
男
精
女
精
と
も
に
混
和
雑
糅

し
て
後
胎
を
な
す
も
の
な
り
、
卵
巣
の
卵
其
ま
ゝ
胎
を
成
す
に
は
あ

ら
ず
、（
男
子
の
精
液
は
、
精
神
府
と
な
り
て
、
其
の
分
布
し
賜
ふ

精
神
に
、
荒
魂
和
魂
神
を
副
て
賦
与
し
賜
ふ
、
三
神
霊
を
偶ヤ
ド

し
、（
此

二
魂
は
彼
五
柱
の
産
霊
の
神
等
の
中
に
も
、
専
、
津
速
産
霊
神
興
台

産
霊
神
二
柱
に
係
れ
り
、）
女
子
の
精
液
は
造
化
府
と
成
り
て
、
造

化
の
神
等
を
付
与
し
給
ふ
を
、
此
の
神
等
の
偶ヤ
ド
リ

坐
す
活
発
の
勢
ひ

に
発
動
せ
ら
れ
て
、
其
の
受
胎
す
べ
き
一
個
の
卵
発
起
活
動
し
て
、

子
宮
に
旋
転
し
、
遂
に
胎
を
成
す
に
到
り
て
は
、
精
神
府
よ
り
は
、

其
の
生
活
の
機
会
を
幸
ひ
給
ひ
、
造
化
府
よ
り
は
、
其
の
成
造
の

徳ミ
イ
ツ化
を
施
し
賜
ひ
て
、
胎
児
を
成
育
せ
し
め
給
ふ
を
、
産
須
那
神
は

其
の
受
胎
す
べ
き
創
め
よ
り
分
娩
し
た
る
の
後
、
顕
世
に
在
り
経
る

間
は
更
な
り
…
さ
れ
ば
一
身
中
に
は
偶
り
坐
さ
れ
ど
も
、
取
り
別
き

生
産
の
上
は
、
専
、
産
須
那
神
の
供ミ

福サ
チ

に
よ
り
て
、
受
胎
す
る
も
の

な
れ
ば
、
其
神
の
社
し
て
、
宇
夫
須
那
社
と
は
称
へ
申
せ
る
な
り

（『
顕
幽
順
考
論
』
三
之
巻（

11
（

）

　

是
香
は
当
時
流
入
し
て
い
た
西
洋
医
学
の
知
見
を
積
極
的
に
取
り
込
み

な
が
ら
、
男
女
の
交
合
に
よ
っ
て
受
胎
の
構
造
を
説
明
し
て
い
る（
1（
（

。
そ
れ

に
よ
れ
ば
、是
香
に
よ
れ
ば
、男
女
の
交
合
に
よ
っ
て
男
子
の
精
液
が「
生

活
」
の
機
会
を
与
え
る
「
精
神
府
」
を
、
女
子
の
精
液
が
「
胎
児
を
成
育
」

さ
せ
る
「
造
化
府
」
を
形
成
さ
れ
、「
産
須
那
神
」
の
「
供
福
」
に
よ
っ

て
受
胎
す
る
。
そ
の
こ
と
は
「
産
須
那
神
」
か
ら
様
々
な
神
霊
を
付
与
さ

れ
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

　

受
胎
の
後
に
展
開
さ
れ
る
生
命
活
動
に
つ
い
て
も
、
医
学
と
霊
魂
論
を

以
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
詳
述
す
る
。

　
　

�

か
く
て
其
精
神
府
造
化
府
と
い
ふ
は
、
何イ
ヅ
コ処

ぞ
と
い
ふ
に
、
ま
づ
精

神
の
本
府
は
、
頭
脳
の
内
部
、
前
脳
の
中ウ
チ

に
大
空
竅
一ヒ
ト
ツ個
小
空
竅

二フ
タ
ツ個

あ
り
て
、
其
小
空
竅
は
大
空
竅
の
側
に
並
ひ
て
、
倶
に
大
空
竅

に
貫
通
す
る
孔ア
ナ

あ
り
（
中
略
）
此
大
空
竅
則
精
神
府
に
し
て
、
小
空

竅
二
つ
は
、
荒
魂
府
和
魂
府
に
し
て
、
精
神
の
脇
府
な
り
、
二
た
魂

に
恒
に
此
府
に
偶
り
坐
し
て
、
共
に
精
神
を
相
扶
け
、
前
脳
を
し
て

霊ホ

液ツ

（
此
を
保
津
と
い
ふ
は
、
悪
液
を
阿
津
と
い
ふ
に
対
た
る
名
に
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て
、
秀
津
の
義
な
り
…
霊
液
は
血
中
よ
り
純
粋
の
役
を
漉コ

シ

分ワ
ケ

取ト
リ

て
、

脳
に
て
製
造
し
、
神
経
中
に
充
満
せ
し
め
て
、
周
身
の
知
覚
運
動
を

成
さ
し
め
る
身
体
中
至
貴
再
第
一
の
液
な
れ
ば
、
秀
津
と
は
云
へ
る

な
り
…
）
を
製
造
せ
し
め
、
こ
れ
を
其
各
部
に
伝
へ
て
、
視
聴
臭
味

を
知
覚
し
、
一
身
中
の
屈
伸
動
揺
を
自
在
な
ら
し
め
、
痛
痒
寒
暖
を

触
知
し
、
事
に
当
り
て
七
情
を
動
か
し
、
千
思
万
慮
を
廻
ら
し
、
総

て
一
身
中
の
主
宰
と
し
て
、
万
機
を
掌
り
坐
す
、
故
に
此
三
府
に
偶

り
坐
す
神
霊
を
指
し
て
、
概
し
て
精
神
と
は
云
な
り
け
り

（『
顕
幽
順
考
論
』
三
之
巻（
11
（

）

　

荒
魂
・
和
魂
は
、
頭
脳
の
内
部
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
「
府
」
に
宿
り
、

精
神
を
助
け
る
と
と
も
に
、
更
に
は
知
覚
や
感
情
の
元
と
な
る
「
霊
液
」

を
生
成
す
る
と
い
う
。

　

是
香
は
、
脳
を
は
じ
め
と
す
る
人
体
の
生
命
活
動
を
医
学
的
な
見
地
に

立
ち
つ
つ
、
霊
魂
の
働
き
か
ら
論
証
し
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
ら
の
霊
魂
の

説
明
に
お
い
て
、
是
香
は
「
津
速
産
霊
神
」「
興
台
産
霊
神
」
に
つ
い
て
、

独
自
の
見
解
を
披
露
す
る
。

　
　

�

は
た
津
速
産
霊
神
等
の
事
を
疑
へ
る
は
、
さ
る
事
な
が
ら
、
此
は
産

霊
と
い
ふ
言
を
負
賜
へ
る
神
等
は
、
何
れ
も
其
御
名
に
負
給
ふ
事
の

上
を
掌
り
給
ふ
、
重
く
尊
き
神
に
ま
し
ま
さ
ゝ
れ
ば
称
さ
ぬ
号
な
れ

ば
、此
二
柱
神
は
、高
皇
産
霊
大
神
の
産
霊
幽
政
を
掌
り
給
ふ
に
も
、

重
き
神
等
に
坐
ま
す
事
は
云
も
更
な
る
う
へ
、
津
速
と
は
千
速
と
同

言
に
て
、
専
ら
荒
魂
の
上
を
執
給
ふ
産
霊
神
に
ま
し
、
興
台
と
は
万

葉
に
心
利
と
も
、
利
精
神
な
ど
ゝ
も
在
り
て
、
利
と
は
物
の
切
迫
な

る
上
を
い
ふ
言
に
て
、
心
は
切
磋
琢
磨
し
て
、
切
迫
な
ら
し
む
る
、

則
和
魂
の
活
用
な
れ
ば
、
此
神
は
専
ら
和
魂
の
上
を
執
り
給
ふ
の
神

に
坐
り
、
さ
れ
ば
此
二
柱
は
荒
魂
和
魂
を
掌
賜
ふ
の
神
に
坐
す
事
、

論
无
け
れ
は
斯
術
る
な
り（
11
（

（
同
前
）

　
「
千
速
」
な
働
き
を
示
す
「
津
速
産
霊
」
が
荒
魂
に
、
そ
し
て
「
興
台

産
霊
神
」
は
、
切
迫
し
た
な
か
で
思
い
を
凝
ら
す
よ
う
な
働
き
か
ら
和
魂

に
つ
く
と
い
う
。
こ
こ
に
述
べ
て
い
る
荒
魂
・
和
魂
な
ど
の
霊
魂
説
が
、

師
篤
胤
の
も
の
と
は
異
な
る
、
是
香
独
自
の
説
あ
る
こ
と
は
、「
是
等
の

事
と
も
は
、
師
説
と
も
大
く
違
へ
れ
は
、
古
へ
学
ひ
仕
へ
奉
る
人
等
の
中

に
は
信
用
か
ぬ
る
も
多
か
る
へ
け
れ
ど
種
々
の
考
証
あ
り
て
」（
同
前
）

と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
窺
え
よ
う（
11
（

。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
神
霊
は
精
神
の

用
い
方
に
よ
っ
て
自
身
に
「
幸
福
」
を
齎
す
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　

�
さ
て
此
精
神
は
一
度
其
人
に
賜
り
た
る
後
は
、
天
地
と
共
に
尽
る
期



― 1（ ― 六人部是香の言霊論批判

无
き
物
に
し
て
、
其
を
顕
明
中
に
練
固
め
整
ふ
る
時
は
、
顕
幽
と
も

に
無
量
の
功
績
を
も
立
ぬ
へ
け
れ
ど
、
一
度
其
の
精
神
を
良
き
筋
に

用
ゆ
る
と
も
、
神
の
上
よ
り
は
指
摩
し
給
は
ざ
る
由
は
、
既
に
弁
た

る
が
如
し
、
然
れ
と
も
神
の
教
授
寄
し
給
へ
る
神
随
の
道
は
、
別
に

伝
へ
給
へ
れ
ば
、
其
道
の
趣
き
を
守
り
て
、
神
習
に
習
ひ
、
仮
令
憂

苦
不
祥
に
遇
と
も
、
其
志
を
屈
せ
ず
、
益
々
切
磋
琢
磨
し
て
練
り
固

む
る
時
は
、
練
る
に
随
て
彼
荒
魂
和
魂
倶
に
相
祐
け
て
、
霊
妙
の
徳

澤
を
幸
福
ひ
給
て
、
太
く
も
強
く
も
大
き
く
も
、
成
り
増
り
行
く
御

徳
澤
を
指
て
、
言
霊
の
幸
ひ
と
は
云
な
り
け
り
（
同
前（
11
（

）

　

産
須
那
神
に
付
与
さ
れ
た
精
神
は
、
人
間
の
「
志
を
屈
せ
ず
益
々
切
磋

琢
磨
し
て
練
り
固
む
る
」
い
わ
ば
、
自
助
努
力
に
よ
り
、
荒
魂
・
和
魂
の

祐
け
に
よ
っ
て
増
大
す
る
。
興
台
産
霊
神
や
津
速
産
霊
神
に
よ
っ
て
働
き

が
示
さ
れ
る
荒
魂
・
和
魂
の
存
在
と
は
、
苦
難
に
あ
っ
て
も
「
神
随
の
道
」

を
遵
守
し
て
生
き
る
こ
と
で
、
人
が
人
と
し
て
成
長
す
る
機
会
を
幽
冥
論

か
ら
保
障
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

是
香
は
、
本
府
の
精
神
の
「
主
意
」
が
失
わ
れ
な
い
限
り
に
お
い
て
、

荒
魂
・
和
魂
は
「
離
散
」
し
な
い
の
で
あ
る
が
、「
本
府
の
精
神
清
浄
な

ら
ざ
る
時
」、
或
は
「
思
え
ず
不
浄
に
染
、
或
は
仁
慈
の
所
行
に
も
欠
け
」

（
同
前
）
る
と
き
、
そ
れ
ら
の
霊
魂
は
精
神
か
ら
離
散
し
、「
凶
徒
界
の

妖マ
ガ
モ
ノ鬼

、
二
魂
府
に
入
替
り
、
其
精
神
混
淆
し
て
、
種
々
の
災
害
を
発
起
て

不
祥
に
遇
は
し
め
、
た
ま
た
ま
長
寿
を
保
て
る
も
現
世
に
し
て
は
、
多
く

は
其
子
孫
断
滅
し
幽
冥
に
入
て
は
凶
徒
界
に
陥
り
て
、
天
地
と
共
に
無
窮

に
窮
疫
に
処
せ
ら
れ
、
重
く
責
罸
せ
ら
る
」（
同
前（
11
（

）
と
し
て
い
る
。

　

是
香
の
「
こ
と
だ
ま
」
論
は
、
現
世
に
お
け
る
人
間
の
生
命
活
動
や
社

会
生
活
を
送
る
た
め
の
機
会
に
働
き
が
示
さ
れ
る
人
の
内
な
る
神
霊
を
説

く
も
の
で
あ
り
、
自
己
の
精
神
的
な
修
練
に
よ
っ
て
、
生
前
の
守
護
と
没

後
の
安
寧
と
に
関
わ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
霊
魂
論
が
『
顕
幽
順
考
論
』
な
ど
に
お
い
て
示
さ
れ
る
う

え
で
、「
産
須
那
神
」
に
対
す
る
祈
願
の
必
要
性
は
ど
こ
に
存
在
し
た
の

で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
の
こ
と
は
冒
頭
で
述
べ
た
「
心
だ
に
」
の
歌
に
対
す
る
是
香
の
主
張

か
ら
理
解
で
き
る
。

　
　

�

彼
菅
公
の
御
歌
な
り
と
い
ふ
、
心
だ
に
誠
の
道
に
か
な
ひ
な
ば
祈
ら

ず
と
て
も
神
や
守
ら
ん
、
と
詠
せ
給
へ
る
如
く
、
心
を
正
し
く
す
る

時
は
、
別
に
祈
請
せ
ず
と
も
、
氏
神
も
守
護
給
ふ
べ
く
や
、
と
云
け

る
に
答
ふ
、
此
歌
は
菅
公
の
御
心
と
は
甚
く
違
へ
れ
ば
、
公
の
御
歌

に
は
あ
ら
ず
、
元
よ
り
正
し
き
書
に
出
た
る
事
無
し
、
菅
公
は
、
彼

祈
雨
を
は
じ
め
、
何
く
れ
に
附
て
神
を
祈
り
給
へ
れ
ば
、
か
ゝ
る
歌
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詠
出
給
ふ
べ
く
も
あ
ら
ず
、
然
る
を
世
に
心
学
と
唱
ふ
る
俗
儒
輩
あ

り
て
、
此
徒
は
、
宋
儒
の
片
端
を
学
て
、
口
に
こ
そ
出
さ
ね
、
鬼
神

を
祈
る
と
い
ふ
は
、
敬
を
尽
す
の
所
作
事
と
心
得
居
る
よ
り
、
か
ゝ

る
歌
を
引
出
て
、
云
種
と
為
め
る
を
、
生
物
知
の
輩
、
是
を
聞
て
実

事
と
心
得
、
吾
心
だ
に
正
し
く
持
と
き
は
、
別
に
神
を
祈
る
に
も
及

ば
ぬ
事
と
ぞ
非
心
得
す
る
事
と
は
成
れ
る
な
り
、
若
此
歌
の
如
く
に

し
て
、
其
心
を
正
し
く
為
た
ら
ん
に
は
、
姑
く
其
身
一
箇
は
、
妖
魔

に
も
伺
は
ざ
る
に
も
あ
れ
、
其
妻
子
・
従
類
ま
で
に
は
及
ぶ
べ
か
ら

ず
、
殊
に
主
上
の
顕
明
政
を
執
行
ひ
給
ふ
に
も
、
最
第
一
に
神
祇
を

祭
祀
て
、
後
事
を
行
ひ
給
へ
、
と
天
照
大
御
神
、
高
皇
産
霊
大
御
神

も
、
教
置
き
給
ひ
つ
る
に
は
あ
ら
ず
や
、
熟
按
ふ
べ
し

（『
産
須
那
社
古
伝
抄
広
義　

巻
二（
11
（

』）

　
「
心
だ
に
」
の
歌
に
つ
い
て
、
道
真
の
詠
草
に
か
か
る
も
の
で
は
な
く
、

「
心
学
を
唱
ふ
る
俗
儒
」
の
作
と
し
、
歌
の
内
容
を
「
敬
」
に
よ
っ
て
神
々

の
働
き
を
説
き
、
祈
願
を
無
用
視
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
批
判
が
な
さ
れ

て
い
る
。
こ
う
し
た
主
張
は
宣
長
と
同
様
で
あ
る
が
、
心
の
あ
り
よ
う
が

「
産
須
那
神
」
の
守
護
と
関
わ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

　
「
心
だ
に
正
し
く
持
つ
」
人
な
ら
ば
、
本
人
自
身
は
「
妖
魔
に
も
伺
は

ざ
る
」
が
、
た
と
え
本
人
は
難
を
免
れ
て
も
、「
其
妻
子
・
従
類
」
な
ど

周
囲
の
人
々
に
守
護
を
及
ぼ
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
。

　

そ
れ
は
庶
民
の
多
く
は
必
ず
し
も
十
分
に
「
仁
慈
」「
誠
忠
」
で
あ
る

と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
人
々
に
と
っ
て
、
災
禍
は
免
れ
得

な
い
も
の
と
な
る
。

　

ま
た
、『
史
記
』
伯
夷
伝
の
「
天
道
是
か
非
か
」
と
い
っ
た
よ
う
な
、「
善

良
の
人
も
、
災
害
に
遇
ひ
、
姦
邪
の
人
に
も
洪
福
あ
る
事
」
を
「
産
須
那

神
」
の
守
護
に
お
い
て
な
ぜ
生
じ
る
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
善
人

で
あ
っ
て
も
「
其
人
の
心
魂
を
連
固
め
さ
せ
て
、
幽
府
に
入
て
も
、
無
窮

に
大
政
に
関
る
べ
き
た
め
、
暫
し
災
害
に
遇
し
め
給
ふ
事
も
あ
り
、
ま
た

不
祥
に
遇
ふ
を
も
、
他
に
見
過
し
給
ふ
事
も
あ
り（
11
（

」
と
述
べ
る
。
是
香
が

祈
祷
の
目
的
を
「
神
の
御
心
と
し
て
祟
リ
給
ふ
ハ
其
御
心
を
和
め
奉
り
邪

神
の
災
害
を
為
す
ハ
正
き
神
の
稜
威
を
も
て
指
も
さ
ゞ
ず
ま
じ
く
遂
ヒ
払

ひ（
11
（

」
と
の
述
べ
て
い
る
こ
と
に
は
、
こ
の
両
者
の
災
禍
を
蒙
っ
た
際
に
行

う
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
是
香
に
お
い
て
は
、
人
の
心
の
あ
り
よ
う
が
不
善
で
あ

る
こ
と
に
よ
り
、
邪
神
な
ど
が
憑
依
し
て
災
禍
を
受
け
て
い
る
の
か
、
或

い
は
「
産
須
那
神
」
の
試
練
に
よ
る
も
の
な
の
か
、
人
智
で
測
り
得
な
い

側
面
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
こ
の
災
禍
の
要
因
の
不
確
実

さ
ゆ
え
に
、「
祈
願
」
に
よ
る
「
産
須
那
神
」
の
守
護
の
必
要
性
が
主
張

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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「
産
須
那
神
」
に
対
し
て
祈
る
こ
と
に
つ
い
て
、
平
田
篤
胤
が
少
年
寅

吉
か
ら
仙
境
に
つ
い
て
の
聞
き
取
り
を
ま
と
め
た
『
仙
境
異
聞
』
の
例
か

ら
、「
妖
魅
の
類
ひ
も
、
産
須
那
の
神
の
厚
く
護
守
り
給
ふ
人
に
は
禍
事

を
な
す
事
能
は
す
、
適
に
神
の
守
護
無
き
間
隙
を
伺
ひ
て
、
誘
引
行
く
物

な
り
、
然
れ
ど
親
族
な
ど
の
、
丹
誠
を
尽
し
て
祈
る
時
は
、
返
さ
で
は
叶

は
ぬ
事
な
り
」（『
顕
幽
順
考
論
』
二
之
巻（
11
（

）
と
述
べ
て
い
る
の
は
、「
産

須
那
神
」
に
対
す
る
祈
禱
の
理
を
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

是
香
は
内
面
に
「
産
須
那
神
」
か
ら
付
与
さ
れ
た
荒
魂
や
和
魂
な
ど
多

様
な
神
霊
を
説
か
れ
た
が
、
祈
願
の
際
に
は
、
精
神
の
大
小
に
よ
っ
て
沙

汰
さ
れ
る
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
是
香
は
「
産
須
那
神
」
に
対
す
る
祈
願

に
お
い
て
重
視
し
た
の
は
、
清
浄
潔
白
で
あ
る
「
心
」
で
あ
っ
た
。

　
　

�

か
か
れ
バ
上
に
も
説
る
が
如
く
祠
官
の
徒
ハ
恒
に
よ
く
古
ヘ
学
を
し

て
先
ツ
吾
心
を
清
浄
潔
白
し
て
平
生
に
産
須
那
神
の
御
心
ノ
裏
を
透

見
し
給
ふ
に
も
少
し
も
恥
ざ
る
や
う
に
心
掟
を
建
置
と
き
ハ
遂
に
ハ

幽
冥
の
神
境
に
も
通
達
せ
ら
る
ゝ
や
う
に
ハ
成
行
な
り　

か
く
て
こ

そ
其
の
神
職
と
ハ
云
べ
け
れ　

さ
れ
バ
正
き
神
に
対
て
何
事
に
ま
れ

祈
禱
し
奉
る
ハ
い
と
も
い
と
も
可
畏
き
所
行
に
し
て
容
易
か
ら
ぬ
事

の
至
極
に
ハ
有
け
る　
　
　
　
　
　
　
（『
順
考
神
事
伝　

巻
之
四（
1（
（

』）

　

こ
れ
は
是
香
の
同
職
と
な
る
祠
官
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、「
産

須
那
神
」
は
、
人
の
「
心
ノ
裏
」
の
見
透
か
す
存
在
と
述
べ
て
い
る
よ
う

に
、
祈
禱
に
際
し
て
「
清
浄
潔
白
」
な
心
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

是
香
の
主
張
に
は
、
人
間
が
「
産
須
那
神
」
に
よ
っ
て
生
を
受
け
る
目

的
と
関
わ
り
、「
仁
慈
」「
誠
忠
」
と
い
っ
た
倫
理
的
徳
目
を
遵
守
す
る
こ

と
を
一
貫
し
て
主
張
し
て
い
た
が
、こ
れ
が
嘉
永
・
安
政
期
に
お
け
る『
篶

能
玉
籤
』
や
『
顕
幽
順
考
論
』
な
ど
の
著
作
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
に
加

え
て
「
清
浄
潔
白
」
の
こ
と
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、「
産
須

那
神
」
が
人
の
心
の
中
を
見
透
か
す
存
在
で
あ
る
、
と
い
う
主
張
が
散
見

す
る
よ
う
に
な
る
。

　
「
清
浄
潔
白
」
が
当
該
時
期
に
主
張
さ
れ
た
こ
と
に
は
、
つ
ぎ
に
述
べ

る
よ
う
に
神
社
に
対
す
る
祈
願
の
問
題
と
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え

る
。

　
　

�

其
妖
魔
の
類
ハ
神
の
守
護
の
無
き
透
隙
を
考
へ
人
に
も
憑
託
し
て
遂

に
は
吾
が
魔
道
に
誘
入
れ
其
群
党
と
為
サ
し
め
ん
と
の
み
謀
計
居
る

も
の
な
れ
バ
さ
る
非
分
の
願
望
を
も
思
ふ
が
ま
ゝ
に
応
し
む
る
物
な

り
本
よ
り
産
須
那
神
の
其
氏
子
の
人
々
の
心
ノ
裏
に
思
ふ
隅
々
を
も

恒
に
鑑
み
透
キ
見
し
坐
せ
は
さ
る
私
欲
に
ふ
け
る
穢
汚
き
心
の
者
ど

も
ハ
守
護
も
落
け
る
理
な
れ
バ
妖
魔
の
類
も
憑
託
し
易
き
事
な
る
ぞ
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か
し　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
順
考
神
事
伝　

巻
之
四（

11
（

』）

　

祈
願
を
実
践
す
る
人
間
の
「
私
利
私
欲
」
が
、「
穢
汚
れ
」
と
し
て
災

禍
の
要
因
と
さ
れ
て
い
る
。「
清
浄
潔
白
」
は
、
こ
の
「
私
利
私
欲
」
の
「
穢

汚
れ
」
と
対
極
に
あ
る
心
の
あ
り
よ
う
と
言
え
る
。「
私
欲
」
と
あ
る
点

か
ら
、「
私
」
か
ら
離
れ
た
「
公
共
性
の
精
神
」
と
も
解
釈
で
き
よ
う
が
、

是
香
は
「
神
の
嫌
悪
み
給
う
灾
穢
の
最
第
一
な
る
仏
事
」（『
大
祓
天
津
菅

麻（
11
（

』）、
仏
像
に
祈
願
す
る
こ
と
に
つ
い
て
「
さ
れ
ハ
其
像
を
設
て
祭
る
従

ニ
ハ
暫
し
よ
き
事
も
有
し
め
乞
願
事
を
叶
ハ
し
め
て
遂
に
ハ
其
人
に
依
託

し
て
己
か
魔
道
に
陥
さ
し
め
」（『
挫
魔
概
論　

六
巻
』、
二
六
丁
表（
11
（

）
な

ど
の
主
張
に
あ
る
よ
う
に
、
是
香
に
よ
れ
ば
、
願
い
を
乞
う
ま
ま
に
叶
え

て
魔
道
に
堕
と
す
仏
教
を
最
第
一
の
「
灾
穢
」
と
し
て
い
る
こ
と
を
念
頭

に
置
く
な
ら
ば
、「
清
廉
潔
白
」
は
他
宗
教
に
関
わ
る
こ
と
な
く
、
純
粋

に
「
産
須
那
神
」
を
振
興
す
る
「
心
」
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
是
香
の
祈

願
に
関
す
る
主
張
に
は
、
そ
の
内
容
の
正
し
さ
と
、
信
仰
の
深
さ
で
あ
っ

た
と
い
え
よ
う
。

　
　
　

む
す
び

　

幕
末
期
に
至
る
言
霊
論
で
は
、
心
情
の
発
露
に
よ
っ
て
、
言
葉
を
司
る

神
々
に
よ
り
霊
験
が
示
さ
れ
る
と
い
う
主
張
が
な
さ
れ
た
。
そ
れ
は
神
社

に
対
す
る
祈
願
の
役
割
を
相
対
化
、
或
は
無
用
視
し
た
も
の
と
し
て
展
開

さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
「
産
須
那
神
」
に
対
す
る
祈
り
の

重
要
性
を
庶
民
に
主
張
す
べ
き
立
場
に
あ
る
是
香
に
と
っ
て
、
い
か
な
る

心
情
に
せ
よ
容
認
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　

人
の
身
体
の
外
に
存
在
す
る
「
産
須
那
神
」
に
祈
願
を
収
斂
さ
せ
る
う

え
で
、
是
香
は
「
言
霊
」
を
「
産
須
那
神
」
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
る
神
霊

と
し
、
人
に
内
在
す
る
と
い
う
独
自
の
論
を
展
開
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の

こ
と
を
成
り
立
た
せ
た
の
が
篤
胤
の
興
台
産
霊
神
の
説
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
、「
興
台
産
霊
神
」
は
「
産
霊
神
」
の
一
つ
で
あ
り
、
さ
ら
に
和
魂
の

属
性
の
一
つ
と
し
て
、
荒
魂
と
と
も
に
「
産
須
那
神
」
か
ら
付
与
さ
れ
た

「
精
神
」
を
守
護
す
る
と
と
も
に
、
生
成
の
働
き
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。

是
香
が
言
霊
論
と
接
し
た
こ
と
を
契
機
に
展
開
さ
れ
た
「
産
霊
」
の
働
き

は
、「
思
考
」
や
「
感
情
」
と
い
っ
た
側
面
と
関
わ
っ
て
内
在
化
す
る
方

向
性
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
は
富
士
谷
御
杖
の
学
問
と
の
関
わ

り
も
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
是
香
の
神
道
説
に
お
い
て
は
、
荒

魂
・
和
魂
に
よ
る
守
護
と
、「
産
須
那
神
」
に
よ
る
守
護
が
、
自
己
の
「
精

神
」
の
修
養
と
関
わ
っ
て
説
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
人
が
い

ず
れ
か
の
神
に
よ
っ
て
災
禍
が
齎
さ
れ
る
信
仰
的
構
造
を
持
つ
も
の
で
あ

り
、
こ
こ
に
「
産
須
那
神
」
に
対
す
る
祈
願
が
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
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る
。

　

な
お
、
御
杖
の
論
で
は
、
神
社
の
現
状
に
触
れ
る
か
た
ち
で
「
所
欲
を

そ
の
神
に
ま
を
し
」
と
し
て
、「
所
欲
」
を
祈
る
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
点
も
是
香
に
と
っ
て
反
論
を
要
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
が
、
そ
の
こ
と
は
是
香
自
身
が
抱
え
て
い
た
神
社
界
の
問
題
で
も
あ
っ

た
。
是
香
は
神
社
に
対
す
る
祈
願
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

　
　

�

抑
々
正
し
き
神
等
産
須
那
神
な
ど
に
対
て
祈
禱
し
奉
る
ハ
甚
も
可
畏

き
事
な
れ
バ
必
漫ミ
ダ
リ

に
ハ
仕
奉
る
ま
じ
き
事
な
る
を
今
の
世
人
の
病

者
祈
リ
奉
る
ハ
さ
る
事
な
が
ら
他
し
縁
談
金
銀
な
ど
の
は
か
な
き
事

の
上
尚
甚
し
き
は
人
を
呪ノ
ロ

ひ
或
は
我
私
の
意
趣
を
晴
さ
ん
事
を
神
に

乞
ヒ
願
祠
官
に
就
て
も
祈
ら
し
む
る
事
な
ど
の
時
々
有
よ
し
な
る
を

祠
官
の
輩
も
其
祈
禱
の
眩
惑
し
て
か
ゝ
る
筋
の
事
を
も
神
の
御
前
に

打
い
で
ゝ
祈
念
す
る
輩
も
有
由
な
る
ハ
共
に
い
か
な
る
犯タ
フ
レ志
の
頑
愚

事
ぞ
や
か
ゝ
る
頑
愚
事
ハ
い
か
に
祈
奉
て
も
神
ハ
納
キ
給
ハ
ざ
れ
ば

…　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
順
考
神
事
伝　

巻
之
四（
11
（

』）

　

こ
こ
に
は
、神
社
に
対
し
て
私
利
私
欲
に
基
づ
く
祈
願
を
行
う
庶
民
と
、

そ
れ
ら
祈
願
を
取
り
継
い
で
い
る
と
い
う
祠
官
の
姿
が
窺
え
る
。
こ
う
し

た
点
で
是
香
は
神
社
に
対
す
る
信
仰
の
正
し
さ
が
説
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
是
香
は
「
産
須
那
社
」
の
信
仰
を
説
き
つ
つ
、

祈
願
の
あ
り
方
を
求
め
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
神
道
教
化
と
い
う
べ
き
意

識
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

注（1
）�

前
田
勉
「
宣
長
に
お
け
る
「
心
だ
に
」
の
論
理
の
否
定
‐
垂
加
神
道
と
宣
長
と
の

関
係
‐
」（『
近
世
神
道
と
国
学
』、
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
二
年
二
月
、
第
九
章

に
所
収
）
を
参
考
。

（
2
）�

六
人
部
是
香
に
つ
い
て
は
、
岸
本
芳
雄
「
六
人
部
是
香
と
国
学
」（『
国
学
院
大
学

紀
要
』
五
号
、
一
九
六
四
年
五
月
）、
佐
藤
孝
敏
「
六
人
部
是
香
の
国
学
思
想
―

顕
幽
思
想
と
産
須
那
信
仰
論
を
中
心
と
し
て
―
」（『
文
芸
研
究
』
一
一
二
号
、

一
九
八
六
年
五
月
）、宮
城
公
子「
幕
末
国
学
の
性
格
‐
六
人
部
是
香
の
場
合
‐
」、

鈴
木
暎
一
「
六
人
部
是
香
の
顕
幽
論
と
そ
の
意
義
―
主
著
『
顕
幽
順
考
論
』
の
世

界
―
」（『
国
学
思
想
の
史
的
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
二
月
、
第
五

章
所
収
）
な
ど
が
あ
り
、
近
年
で
は
平
田
篤
胤
の
『
古
史
伝
』
と
是
香
の
幽
冥
論

と
の
関
わ
り
を
検
証
し
た
小
林
威
朗
「
六
人
部
是
香
の
幽
冥
論
と
気
吹
舎
‐
『
古

史
伝
』の
受
容
と『
産
須
那
社
古
傳
抄
』‐
」（『
平
田
国
学
の
霊
魂
観
』、弘
文
堂
、

二
〇
一
七
年
一
〇
月
）
が
あ
る
。

（
（
）
拙
著
『
近
代
祭
式
と
六
人
部
是
香
』（
弘
文
堂
、
平
成
二
十
四
年
六
月
）
参
照
。

（
（
）�
神
社
本
庁
の
編
集
に
か
か
る
『
神
社
祭
式
同
行
事
作
法
』
の
序
説
「
九　

祝
詞
等

の
作
成
並
び
に
奏
上
に
つ
い
て
の
心
得
」
に
、「
⑷　

祝
詞
は
言
葉
で
力
強
く
表

現
さ
れ
る
た
め
、
所
謂
言
霊
の
信
仰
に
基
き
、
そ
れ
に
ふ
さ
は
し
い
善
言
美
辞
を
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以
て
綴
ら
れ
る
の
を
原
則
と
す
る
。」
と
の
記
述
が
あ
り
、
祝
詞
奏
上
に
お
い
て
、

言
葉
に
宿
る
霊
の
働
き
を
言
辞
に
関
わ
る
も
の
と
す
る
信
仰
を
認
め
て
い
る
こ
と

が
分
か
る
。
神
社
本
庁
編
『
神
社
祭
式
同
行
事
作
法
解
説
』（
神
社
新
報
社
、
平

成
二
十
二
年
二
月
）
参
照
。

（
（
）�

近
世
期
に
お
け
る
国
学
者
の
言
霊
論
に
つ
い
て
は
、
河
野
省
三
『
日
本
精
神
史
講

話
』（
富
山
房
、
一
九
四
四
年
）、
鎌
田
東
二
『
言
霊
の
思
想
』（
青
土
社
、

二
〇
一
七
年
六
月
）
を
参
照
。

（
（
）�

神
道
大
系
編
纂
会
『
神
道
大
系　

諸
家
神
道
（
上
）』（
同
編
纂
会
、
昭
和
六
十
三

年
二
月
）、
一
三
六
頁
。『
す
ゞ
の
玉
籤
』
に
つ
い
て
は
同
書
を
参
照
し
た
。

（
（
）『
契
沖
全
集
』
第
二
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
年
）、
一
三
三
頁
。

（
（
）『
日
中
神
事
記
』（
五
色
屋
書
房
、
昭
和
一
三
年
一
月
）、
一
九
八
頁
。

（
（
）�

富
士
谷
御
杖
に
つ
い
て
は
、
三
宅
清
『
富
士
谷
御
杖
』（
三
省
堂
、
一
九
四
二
年
）、

山
田
隆
信
「
富
士
谷
御
杖
の
神
話
解
釈
」（『
日
本
文
学
』
四
〇
（
一
〇
）、

一
九
九
一
年
）、
棚
次
正
和
「「
言
霊
」
試
論
」（『
宗
教
哲
学
研
究
』
一
巻
、

一
九
八
四
年
）
な
ど
を
参
照
。

（
10
）�

三
宅
清
編
『
新
編
富
士
谷
御
杖
全
集
』
第
一
巻
（
思
文
閣
出
版
、
平
成
五
年
）

四
二
頁
。
以
下
、
富
士
谷
御
杖
の
著
作
に
つ
い
て
は
、
同
全
集
を
参
照
し
た
。

（
11
）�

同
前
、
六
七
頁
。

（
12
）
同
前
、
九
六
頁
。

（
1（
）
同
前
、
第
二
巻
、
九
六
頁
。

（
1（
）
同
前
、
八
六
頁
。

（
1（
）
同
前
、
第
四
巻
、
七
三
六
‐
七
三
七
頁
。

（
1（
）
同
前
、
第
一
巻
、
九
六
‐
九
七
頁
。

（
1（
）
同
前
、
四
八
頁
。

（
1（
）
同
前
、
四
九
頁
。

（
1（
）
同
前
、
七
二
頁
。

（
20
）
前
掲
『
神
道
大
系　

諸
家
神
道
（
上
）』、
一
四
三
頁
。

（
21
）
同
前
、
一
三
七
頁

（
22
）�

平
田
篤
胤
全
集
刊
行
会
編
『
新
修
平
田
篤
胤
全
集
』
第
六
巻
（
名
著
出
版
、
昭
和

五
十
二
年
二
月
）
三
八
三
‐
三
八
四
頁
。

（
2（
）
前
掲
『
神
道
大
系　

諸
家
神
道
（
上
）』、
一
三
七
頁

（
2（
）
同
前
、
一
四
〇
頁
。

（
2（
）
同
前
、
一
三
九
頁
。

（
2（
）�『
順
考
神
事
伝　

巻
之
四
』、
國
學
院
大
學
図
書
館
河
野
省
三
博
士
記
念
文
庫
所
蔵

本
、
十
二
丁
表
。

（
2（
）
前
掲
『
日
中
神
事
記
』、
一
九
八
頁
。

（
2（
）
同
前
、
一
九
九
頁
。

（
2（
）
前
掲
『
神
道
大
系　

諸
家
神
道
（
上
）』、
一
四
〇
頁
。

（
（0
）�

佐
伯
有
義
編
『
神
道
叢
書　

第
三
巻
』（
思
文
閣
、
明
治
三
十
一
年
十
二
月
）、

二
八
一
頁
。『
顕
幽
順
考
論
』
に
つ
い
て
は
、
同
書
を
参
照
し
た
。

（
（1
）�

六
人
部
是
香
の
西
洋
医
学
の
受
容
に
つ
い
て
は
、
丹
一
信
「
六
人
部
是
香
の
生
命

観
の
基
礎
的
考
察
」（『
神
道
宗
教
』
二
四
四
号
、
二
〇
一
六
年
）、「
国
学
者
に
み

ら
れ
る
身
体
観
‐
六
人
部
是
香
を
例
に
‐
」（『
神
道
宗
教
』
二
三
二
号
、

二
〇
一
三
年
）
を
参
照
。

（
（2
）
前
掲
『
神
道
叢
書　

第
三
巻
』、
二
八
四
頁
。

（
（（
）
同
前
、
二
九
三
頁
。

（
（（
）�

国
学
者
の
荒
魂
・
和
魂
に
関
す
る
主
張
に
つ
い
て
は
、中
野
裕
三「
荒
魂
考
」（『
国

学
者
の
神
信
仰
』〈
弘
文
堂
、
平
成
二
十
一
年
四
月
〉
に
所
収
）
を
参
照
。

（
（（
）
同
前
、
二
九
七
頁
。

（
（（
）
同
前
、
三
〇
七
頁
。

（
（（
）
前
掲
『
神
道
大
系�

諸
家
神
道
（
上
）』、
二
六
七
‐
二
六
八
頁
。

（
（（
）
前
掲
『
神
道
叢
書　

第
三
巻
』、
二
六
〇
頁
。

（
（（
）�
前
掲
『
順
考
神
事
伝　

巻
之
四
』、
十
一
丁
裏
。

（
（0
）
前
掲
『
神
道
叢
書　

第
三
巻
』、
二
四
一
頁
。



― 1（ ― 六人部是香の言霊論批判
（
（1
）
前
掲
『
順
考
神
事
伝　

巻
之
四
』、
十
二
丁
表
。

（
（2
）
同
前
、
十
二
丁
表
。

（
（（
）�

宮
地
直
一
他
編
『
大
祓
詞
註
釈
大
成　

中
』（
名
著
出
版
、
昭
和
五
十
六
年
）、

六
一
五
頁
。

（
（（
）�

國
學
院
大
學
図
書
館
所
蔵
『
挫
魔
概
論　

六
巻
』（
紙
焼
本
）、
二
六
丁
表
。

（
（（
）
前
掲
『
順
考
神
事
伝　

巻
之
四
』、
十
三
丁
表
。


