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本

古

代

の

神

霊

観

そ
の
比
較
思
想
史
的
考
察
―
―
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一
、

二

つ

の
側

面

か

ら

の

比
較

に

つ

い
て

最

近
日
本
の
神
話

や
古
代

信
仰
に
関
す
る
新
研
究

が
続

々
と
現

れ
、
い
わ

ぱ
花

盛
り
の
状
況

に
あ
る
。
そ
の
驥
尾

に
付
し
て
私
の
よ
う
な
本
来
西
洋
哲

学

を
専
攻
す
る
者

が
、
こ
こ
で
古
代
の
神
霊
観

を
問
題

に
し
よ

う
と
す

る
真

実

の
意
図
は
、
そ
の
考
察
を
通
し
て
、
日
本
固
有
の
世
界
観

を
知
ろ

う
と
す

る
こ

と
に
あ
る
。

そ
の
固
有
の
世
界
観

は
、

さ
ま
ざ
ま

の
外
来
思
想

の
洗
礼

を
う
け
つ
つ
あ

る
今
も
な
お
、
そ
の
底
で
逞
し
く
生
き
つ

づ
け
て
い
る

も
の

だ
と
信

じ
た
い
。

そ
の
底

流
に
あ
る
思
想

の
原

点

を
探
り

た
い

と
思
う
の

だ
が
、
と
は
い
え
こ

こ
で

、
現
在

夥
し
い
研

究
が
積
ま
れ
つ
つ
あ

る
日
本
の
神
々
の
諸
相

を
、
内

容

に
た
ち
入

っ
て
改

め
て
論

ず
る
つ
も
り
は
な
い
。
私
の
当

面
の
企
て

は
、

そ
の
神
霊
観

の
体
系
化

を
比
較

思
想

史
的
な
視
点
か
ら
試
み

る
こ
と
で
あ

っ

て

、
そ

の
意
味
で

は
こ

れ
は
一

つ
の
問
題
提
起
に
外

な
ら
な
い
。

比
較
思
想
史
的

な
視
点

と
は
い
っ
て
も

、
日
本
の
思
想

を
外
国

の
そ
れ
と

対
等
に
比

べ
合
わ
せ
て
、
そ
の
異
同
を
論
ず
る
、
な
ど
と
い
う
つ

も
り
で

も

な
い
。
外

国
の
文
字
や
哲
学

を
手

が
か
り
に
し
て

、
日
本

の
思
想

に
独
特

の

光

を
当
て
、
そ
こ
か
ら
新
し
い
結
論
を
引

き
出

し
た
い
、
と
い

う
だ
け

の
こ

と
で
あ

る
。
そ
の
た
め
の
考
察

を
、
私
は
二

つ
の
側
面

か
ら
試
み

た
い

と
思

う
。
そ
の
一
つ
は
中
国
の
観
念

と
の
比
較
で
あ
り

、
も
う
一
つ

は
西
欧
の
思

想

と
の
比
較
で
あ
る
。

む
ろ
ん
、
中
国

や
西

欧
の
神
霊
観
と
の
一
般
的

な
比
較

が
目
的
な
の
で
も

な
い
。
中

国
と
の
比
較
と
い
う
の
は
、
日
本
固
有
の
神
霊
観

が
、
中
国
の
文

字
つ
ま
り
漢
字
の
導
入

に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
変
っ
た
か
と
い
う
過
去

の

考
察
で

あ
り

、
西

欧
と
の
比
較
と
い
う
の
は
、
日
本
の
霊
力
観
を
西
洋
哲
学

の
観
念

と
比

べ
た
ら
、
ど
の
よ
う
に
解
釈
で
き

る
か
と
い
う
現
実
の
考
察
で



あ
る
。

第
一
の
点
に
つ
い
て
い
う
と
、
中
国
の
文
字
文
化
の
渡
来
な
い
し
採
用
に

よ

っ
て
、
同

時
に
中
国
の
す
ぐ

れ
た
思
想
や
観
念

が
大
量

に
導
入

さ
れ
、
日

本
人

の
思

想
や
生
活
に
飛
躍
的
な
向
上
が
お
こ

っ
た
こ

と
は
当
然

だ
と
思
う
。

し

か
し
ま
た
、
そ
の
際
に
従
来
の
固
有
の
も
の

が
重
大

な
変
形

あ
る
い

は
歪

曲

を
う
け
、
つ
ま
り
損
失
を
こ
う
む
っ
た
部
分
も
あ

っ
た
の
で

は
な
い

か
、

と
い
う
感
じ
も
す
る
の
で
あ
る
。

中

国
の
文

字
の
導
入
に
当
り
、
日
本
で
試
み
ら

れ
た
世
界

に
あ

ま
り
類

の

な

い
素
晴

し
い
知
恵

が
、
そ
の
訓
読
で
あ

っ
た
、
と
私

は
思

う
。
血
（
ケ
ツ
）

を
「
チ
」

と
よ
み
、
魂
（
コ
ン
）

を
「
タ
マ
」
と
よ
む
。
ｂ
ｌｏ
ｏ
ｄ

を
「
チ
」
、

ｓｏ
ｕ
ｌ

を
「
タ
マ

シ
イ
」
と
言
い
か
え
た
ら
、
こ
れ
は
立
派
な
翻
訳
で

あ

る

よ

う
に
、
訓
読
も
実
は
翻
訳
な
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
訓
訳

と
い

っ
た
ら
良

い

。
誰

が
こ
の
よ
う
な
わ
ざ
を
試
み
た
の
か
。
文
字

を
伝
え

た
の
が
帰
化
人

だ
か
ら
、
訓
訳
も
結
局
帰
化
人
の
手

に
よ

っ
た

と
す

る
と
、
あ
る
い
は
漢
字

を
日

本
語
で
よ
ん
だ
の
と
は
逆
で
、
日
本
語
の
音

に
、
同

じ
意
味

を
も
つ
漢

字

を
当
て
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
ど
ち
ら
に
せ
よ
、
こ

れ
は
大

し
た
知

恵
で

あ
る
。

八
世

紀
初
め
に
書
か
れ

た
「
古
事
記
」
の
文
字

が
音

訓
併
用

で
、
し
か
も

そ
の
訓
（
よ
み
）
が
読
者
側
に
も
普
及
し
て
い
た
は
ず
だ
か
ら
、
訓
訳
は
そ

れ
よ
り
ず

っ
と
前
、
古
事
記
の
も
と
と
な

っ
た
帝
紀
や
旧
辞

の
で
き
る
前

か

ら
、
行
わ
れ
て
い
た
と
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
大
野
晋
氏
に
よ
る
と
、
文
字

を
伝
え
た
第
一
の
帰
化
人
は
楽
浪
帯
方
二
郡

が
壊
滅
し

た
三
一
三

年
よ
り
後

、

四
世
紀
後
半
か
ら
五
世
紀
に
か
け
て
渡
来
し
た
浪
人
で
あ
り
、
第
二
の
帰
化

人

は

百

済

の

衰

亡

の

時

期

、

ま

た

高

句

麗

の

滅

亡

（

六

六

八

年

）

の

後

、

六

世

紀

後

半

か

ら

七

世

紀

後

半

に

渡

来

し

た

人

々

で

、

前

者

に

よ

り

漢

字

の

上

古

音

が

、

後

者

に

よ

り

呉

音

が

伝

え

ら

れ

、

ま

た

後

者

の

手

で

訓

を

利

用

す

る

表
記
法
も
導
入
さ
れ
た
と
い
う
。

最

初

は

漢

字

の

字

音

で

日

本

語

を

写

す

こ

と

だ

け

が

行

わ

れ

た

が

、

こ

の

音

読

に

つ

い

で

、

漢

字

を

日

本

語

の

言

語

で

よ

む

訓

読

が

始

ま

っ

た

。

訓

読

に

つ

い

て

も

普

及

期

間

が

必

要

だ

か

ら

、

第

二

の

帰

化

人

に

よ

っ

て

初

め

て

し
て

も
不
思
議
で

は
あ
る
ま
い
。
そ
う
す
る
と
、
日
本

で
の
独

創
で
は
な
い

こ

と
に
な
る
が
、
問

題
は
し
か
し
こ
の
訓
訳
に
よ
り
、
日
本
思
想
の
上
に
重

大

な
影

響
が
生
じ
な
か
っ
た
か
ど
う
か
で
あ

っ
て
、
そ
の
こ

と
を
こ
れ
か
ら

取
り
上

げ
た
い
。

第
二

の
西

欧
と
の
比
較
に
つ
い
て
い

う
と
、
あ
ま
り
論
理
的
に
緻
密
と
は

い
え

ぬ
日
本

思
想
を
体
系
的

に
把
握
す

る
に

は
、
初

め
か
ら
論
理
的
に
考
え

ぬ
か
れ
た
西

欧
思
想
と
の
比
較

が
、
い
ろ
い
ろ

と
メ
リ

ッ
ト

が
大
き
い
と
思

う
の
で

あ
る
。
も
と
も
と
論
理
性
を
第
一
義

と
せ

ぬ
日
本
人
の
思
想

を
、
ム

リ
に
体

系
化

し
よ
う
と
す
る
こ
と
の
誤
り

は
、
第
一
の
点
で
述

べ
た
「
歪
曲
」

と
同

様
で
、
充
分
私
も
承
知

し
て
い

る
。
し
か
し
私

は
逆
に
、
従
来

く
り
返

し
外

来
思
想
の
洗
礼

を
受
け
た
こ

と
で

、
日
本
人

の
も
つ
元
来
の
論
理
性

が

こ
の
外

来
思
想
に
吸
い
取
ら
れ
て
、
反
面

の
情
感
性
だ
け
が
固
有
の
も
の
と



し
て
強
調

さ
れ
す

ぎ
た
面

も
あ
っ
た
と
考
え
る
。
と
に
か
く
東
洋
人
の
中
で
、

日

本
人
く
ら
い
西
洋

哲
学

に
関
心
を
も
つ
民
族
は
少
い
、

と
い

う
こ

と
も
考

え
て
み
る
必
要

が
あ

る
。

そ
こ
で
日
本
思
想

の
理
解
に
役
立
て
う
る
よ
う
な
西
欧
の
哲
学

と
し
て
、

大

ざ

っ
ぱ

に
で
は
あ
る
が
、
古
く
は
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
、
新
し
く

は
ラ
イ

プ

ニ
ッ
ツ
の
世
界
観

を
例
と
し
て
取

り
あ
げ
る
こ
と
と
す
る
。
た
と
え

ば
ア
リ

ス
ト
テ

レ
ス
は
、
万

物
の
生
成
を
質

料
か
ら
形

相
へ
の
発
展
と
み

な
し
て
、

そ
の
運
動

は
可
能

態
か
ら

現
実
態
を
へ
て
完
成
態

へ
の
進
み
ゆ
き
だ
と
説
く
。

自
然
の
万
物
に
あ
っ
て
そ
の
運
動
の
原
因
（
動
力
因
）
を
な
す
も
の
は
、
同

時

に
そ
の
自

的
（
目
的
因
）

で
も
あ
る
と
こ

ろ
の
形

相
あ
る
い
は
本
質
（
形

相
因

）
で
あ
り
、
生
物
に
あ

っ
て

と
く
に

そ
の
形

相
（

エ
イ
ド
ス

ｅ
ｉｄｏ
ｓ
）

を
な
す
も
の

は
「
魂
」
（

プ
シ
ュ
ケ
ー

ｐ
ｓｙ
ｃ
ｈ
ｅ
）

で
あ
る
。

魂
を
ア
リ

ス
ト
テ

レ
ス
は
第
一

の

完
成
態
（

エ
ン
テ
レ
ケ
イ
ア

ｅ
ｎ
ｔｅ
ｌｅ
-

ｃ
ｈ
ｅ
ｉａ
）
と
呼
び
、
第
二

の
そ
れ
（
神
）

と
区
別
す

る
。
魂
に
も
段

階

が
あ
り
、

植
物
で
は
栄
養
的
能
力
だ
け
な
の
に
対
し
、
動
物
に
あ
っ
て
は
こ
れ
に
感
覚

的

能
力

が
加

わ
り
、
人
間

に
お
い
て
は
更

に
そ
の
上

に
思
惟
的
能
力
（
理
性
、

ヌ
ー

ス
ｎ
ｏ
ｕ
ｓ
）

が
現

れ
る
。
理
性
の
中

で

も

能
動

的
な
部
分
は
、
神
的
な

部

分
で
、
不
滅
で

あ
る
と
い
わ
れ
る
。

他
方
、
ラ
イ

プ
ニ
ッ
ツ

は
世
界
万
物

の
根
底

を
実
体

と

し

て

の

モ
ナ
ド

（

単
子
）

に
置
く

が
、
こ

の
実
体

と
は
力

で
あ
り

、
そ
の
根
源
的
な
カ

ｖ
ｉｓ

ｐ
ｒ
ｉｍ
ｉｔ
ｉｖ
ａ

が
さ
ま

ざ
ま
に
現

れ
て
万

物
を

形
作

る
と
す
る
。
物
質
の
も
と

を
な
す
質

料

は
、
こ

の
力

の
受
動
的

な
現

れ
で
抵
抗
性

に
す

ぎ
ず
、
根
源
的

な

力

の
本

質

は

そ

の

能
動

性

（
能

動

的
な

力

ｖ
ｉｓ
　ａ
ｃ
ｔ
ｉｖ
ａ
）

あ

る

。

こ

れ

を
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
第
一
の
エ
ン
テ
レ
ケ
イ
ア
に
な

ら

っ
て

、
「
エ

ン
テ

レ

ケ

イ
ア

」
（

実

現

力

ｅ
ｎ
ｔｅ
ｌｅ
ｃ
ｈ
ｉｅ
）

と

も
呼

ぶ

。

能

動

的

な

力

と

し

て

の

エ

ン
テ

ジ
ケ

イ

ア

は

、

そ

の

表

象

力

を

増

す

こ

と

に
よ
り
、
生
命
ｖ
ｉ
ｅ
か
ら
魂
ａ
ｍ
ｅ
を
へ
て
思
惟
す
る
精
神
ｅ
ｓ
ｐ
ｒ
ｉ
ｔ
　
に
進

む

。

物

体

の

中

心

に
単

な

る
生

命

力

だ

け

を

も

つ

も

の

が

植

物

で

あ

り

、
感

覚

や

記

憶

す

る

魂

を

も

つ

も

の

が
動

物

で

、

精

神

（

理

性

的

な

魂

）

を

そ

な

え

る

も

の

が
人

間

で

あ

る

。

そ

し

て

、

こ

の
力

を
最

高

完

全

に

実

現

し

て
い

る
も
の
が
神
d
i
e
u
で
あ
っ
て
、
被
造
物
と
し
て
の
万
物
の
も
つ
力
は
、
結

局

こ

の
最

高

実

体

で

あ

る

神

か

ら

派

生

し

た
力

だ

と

い

わ

れ

る

。

以

上

の

よ

う

な
見

解

を

参

考

に

し

て
、

日

本

の
古

代

思

想

を

考
察

し

て

み

た
ら

、

一
体

ど

ん

な

結

論

が
ひ

き
出

せ

る

で

あ

ろ

う

か

。

二

、

「

チ

」

の

観

念

の

諸

相

日
本
の
神
霊
あ
る
い
は
霊
力
を
示
す
こ
と
ば
に
は
、
チ
、
タ
マ
、
ミ
コ
ト
、

ミ

、

そ

し

て

カ

ミ

、

な

ど
と

幾

つ

か

の
段

階

が

あ
り

、

神
霊

観

は
こ

の
段

階

を
へ
て
発
展
し
た
、
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
こ
の
発
展
は
む
し
ろ

思
想

構

造

上

の

展

開

で

、

必

ず

し

も

す

べ
て

が

思
想

形

成
上

の
前

後

を
示

す

と

は

限

ら

な

い

か

も

知

れ

な
い

。

む

ろ

ん
私

に

は

、

こ

の

観

念

の

そ

れ

ぞ

れ

を

、
言

語

学

的

立

場

か

ら

順

序

づ

け
意

味

づ

け

る

充

分

の

能

力

は

な

い

。

ま

た

、
語

源

学

的

探

究

に

手

を
染

め

れ

ば

、

極

め

て

多

種

多

様

な

意

見

が
分

れ
出

て

、

そ

れ

だ

け

で
五

里

霧
中



に
陥
り
か
ね
ぬ
実
情
も
、
私
自
身
国
文
学
科
の
学
生
で
あ
っ
た
時
期
も
あ
る

の
で
、
幾
分

は
承
知

し
て
い

る
。
だ
か
ら
、
あ
る
程
度
は
推
測
の
域

を
越
え

え
な
い
と
も
思
う
が
、
前
述

し
た
よ
う
に
日
本
思
想
の
体
系
化
を
企

て
る
一

つ
の
手

が
か
り
と
し
て
、
比
較

思
想
の
立
場

か
ら
扱
え

ば
、
こ
う
も
解
し
う

る
と
い
う
処
を
示

し
た
い
の
で
あ
る
。

こ
の
中
で
も
、
最
初
の
観
念
で

あ

る
「
チ
」
（
霊

と
か
く
）

が
、
古
代

の

日
本
人

の
間
で
、
神
秘
的
な
霊
力
、
あ

る
い
は
威
霊

を
示
す

も
の
と
し
て
、

比
較
的
早

く
よ
り
使

わ
れ
て
い

た
ら
し
い
こ
と
は
、
か
な
り

多
く
の
学

者
に

よ
り
認

め
ら

れ
て
い
る

。「
日
本
国
語
大
辞

典
」

で
は
霊

の
訓
み

と
し

て

の

「
チ
」

を
、
「
神
や
自
然

の
霊
の
意
で
、
神

秘
的
な
力
を
表
わ
す
」

と
説
明

し
、

語
源
説

と
し
て

、
「
モ
チ
（
持
）

の
約
」

と
す
る
「
大
言

海
」
の
説

を

紹
介

し
て
い
る
が
、
松
村

武
雄
氏

は
「

モ
チ

」
約
音
説
に
は
従

わ

ず
、
「
チ
」
自

体
が
「
上
代
日
本
民
族
が
さ
ま
ざ
ま
の
も
の
か
ら
感
得
し
て
い
た
神
秘
的
勢

能
を
表
示

す

る
言
語
で
あ
っ
た
」
と
す
る
。

ま
た
最
近
ま
で
学
習
院
大
学
の
教
授
で
あ
っ
た
筧
泰
彦
氏
は
、
「
チ
」
を

説
明
し
て
次

の
よ
う

に
書
か
れ
て
い

る
。「
古
代

の
日
本

人
は
、
こ
の

世

界

に

お
い
て
特

に
霊
妙
霊
異
な
力
や
働

き
を
も
っ
た
モ
ノ
を
畏

敬
し
て
『
チ

』

と
い
う
ふ
う
に
呼

ん
だ
。」
「『
チ
』

と
い
う
語
は
人
間

に

と
っ
て

有
用

な
、

或

い
は
恐

ろ
し
い
、
人

の
心

を
動

か
す
よ
う
な
霊
異
霊
妙
な
力
や
働
き
を
も

っ
た
自
然
の
モ
ノ
を
呼
ぶ
に
用
い
ら
れ
た
。
」
こ
の
「
有
用
な
、
或
い
は
恐

ろ
し
い
」

と
い
う
力

の
形
容

が
、
「
チ

」
の
特
徴

を
よ
く
表
わ
し
て
い
る
。

「

チ
」

は
ま
ず
自
然
物

の
中

に
宿
る
威
霊
の
力

を
示

す
も
の
と
し
て
用
い

ら
れ
た
。
水
に
宿

る
霊
力

が
「
ミ

ズ
チ
（
古
く
は
ミ
ッ
チ
）
」
、
峯

に
宿
る
霊

力
が
「
ヲ
ロ
チ
」
、
火
の
威
霊
が
「
カ
グ
ツ
チ
」
、
雷
の
威
霊
が
「
イ
カ
ズ
チ

（
古
く
は
イ
カ
ッ
チ
）
」
、
野
の
霊
が
「
ノ
ツ
チ
」
、
海
潮
の
霊
が
「
シ
ホ
ツ

ヂ
」
と
い
っ
た
た
ぐ

い
で
あ
る
。
自
然
物

あ
る
い

は
そ
の
現
象
で
、
古
代

の

人

々
か
ら
み
て
、
有
難
く
も
あ
る
が
、
ま
た
し
か
し
恐
ろ
し
く
も
あ
る
よ
う

な
威
力

を
備
え
た
も
の

が
あ
る
と
、
そ
の
力

が
ひ
ろ
く
「
チ
」
と
呼
ば
れ
た

可

能
性

が
あ

る
。
土
や
地

を
さ
す
「
ツ
チ
」
と
か
、
風

を
あ
ら
わ
す
「
チ

」

（

た
と
え

ば
東
風

を
「
コ
チ
」
と
い
う
よ
う
に
）
ま
で

も
、
こ
の
意
味
だ
と

す

る
学
者

も
あ

る
。

生
物

で
は
ま
ず

、
総
じ
て
生
物
の
も
つ
共
通
の
生
命
力

が
「
イ
ノ
チ
」（
生

霊
）
と
よ
ば
れ
て
い
る
。
生
物
を
正
し
く
生
物
た
ら
し
め
る
本
質
で
あ
る
。

植
物
で
は
、
木

の
霊
力

を
示
す

も
の
に
「

ク
ク
ノ
チ
」
が
お

る
。
動
物
で

は

「
あ
し
か
」
を
示

す
海
驢
が
「
ミ
チ
」

と
称
せ

ら
れ
る
。
松
村

武
雄
氏

は
、

こ
の
「
ミ
チ
」
は
水
霊
あ
る
い
は
海
霊
で
、
「
海
に
内
在
す
る
と
信
ぜ
ら
れ

た
霊
能
―
―
海
の
『
ち
』
を
一
個
の
海
獣
あ
し
か
に
具
象
化
し
て
考
え
た
も

の
」
と
解
し
て
い
る
。
前
述
の
「
ミ
ッ
チ
」
「
ヲ
ロ
チ
」
な
ど
に
も
蛟
と
か

大

蛇
と
か
の
文
字

が
当
て
ら
れ
て
い

る
。
動
物
に
加
え

て
よ
い

わ
け
だ

が
い

意
味

か
ら
い
え

ば
水
霊

、
峯
霊
で
、
水
や
山
に
宿
る
霊
力

を
海
驢

の
場
合

と

同

様
に
、
動
物

の
形

で
具
象
化
し
た
も
の
で
、
直
接
蛟

や
大
蛇

に
宿

る
霊
力

を
別

に
考
え
な
い
ほ
う
が
よ
い
。
つ
ま
り
蛟
や
大
蛇
は
ミ
ッ
チ
、
ヲ

ロ
チ
の

具
象
（
象
徴
）

そ
の
も
の
で
あ

っ
て
、
蛟
の
霊
、
大
蛇
の
霊

が
他

に
あ

る
の

で
は
な
い
。



「
チ

」
は
ま
た
人
間
に
も
宿

っ
て
い
る
。
ま
ず
生
命
の
要
素

と
し
て
体
内

を
流
れ
て
い
る
も
の
が
「
チ
」
（
血
）
と
よ
ば
れ
る
。
母
親
の
体
内
か
ら
出

て
児

の
生

命
を
養
う
も
の

が
「
チ
」
（
乳
）
と
い
わ

れ
、
そ

の

関
係
で
母
親

も
「

タ
ラ
チ
ネ
」
、
処
に
よ

っ
て
は
「
チ
チ
」
と
も
呼

ば
れ

る
。
父

を

さ

す

「
チ
」
「
チ
チ
」

も
威
霊
を
そ
な
え
た
も
の
か
ら
来
た
と
説
く
人
も
多
く
、
そ

う
な
れ

ば
同
世
代

の
男
性

を
さ
す
「

オ
チ

（
オ
ヂ
）
」
（
伯
父
、
叔
父
、
小
父
）

も
、
霊
力
の
「
チ
」

に
関
係
す

る
こ

と
に

な
る
。

具
体

的
な
人
名
で

は
、
記
紀
の
ス
サ
ノ
ヲ
の
大
蛇
退
治

の
神
話

に
出

て
く

る
「

テ
ナ
ツ
チ
」
「
ア

シ
ナ
ツ
チ
」

が
、
こ
の
「
チ
」

を
そ
の
名

に

含

ん
で

い

る
。
前

述
の
海
潮
霊
を
あ
ら
わ
す
と
い
わ
れ
た
「

シ
ホ
ツ
チ
」
も
、
書
紀

に

は
塩
土
老

翁
と
し
て
あ
り

、
人
間

の
か
た
ち
で
表
象
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

ら
は
い
ず
れ
も
、
国
つ
神
と
呼
ば
れ
う
る
資
格
を
そ
な
え
た
、
老
体
に
描
か

れ
た
も
の
で
あ
る

。
「
チ
」
「
ツ
チ
」
を
古
事
記
や
万
葉

の
仮
名

で
は
、
智
、

遅
、
椎
、
土
、
槌

な
ど
の
文
字
を
使

っ
て
書
き
表

わ
し
、
こ

れ
も
ま
た
、
見

た
と
お
り
の
音
訓
両
用
で
あ
る
。

「
チ
」
の
観
念

は
さ
ら
に
、
人
間
の
使
用
す
る
道
具
に
も
拡
充

さ
れ
て
ゆ

く
。
海
幸
山
幸
神
話
で
、
重
要
な
役
割
を
演
ず
る
「
つ
り
ば
り
」
が
「
チ
」

（
鈎
）
と
よ
ば
れ
て
、
「
オ
ボ
チ
、
ス
ス
チ
、
マ
ヂ
チ
、
ウ
ル
チ
」
な
ど
と
書

か
れ

る
。
元

来
狩
猟
に
つ
か
う
矢

が
「
サ
チ
」

と
よ
ば
れ
た
も
の
で
、
そ
れ

が
転
じ

て
猟
物
の
意
味
に
な
っ
て
、
幸

の
字

が
あ
て
ら
れ
た
。
こ
れ
が
山

の

幸
で
あ

る
の
に
対

し
、
漁
撈

に
用
い

る
鈎

も
「
チ
」

だ
か
ら

と
い
う
の
で
、

「
サ
チ
」
と
よ
ば
れ
る
に
至
り
、
そ
の
収
種
物
が
ま
た
海
の
幸
と
さ
れ
る
よ

う
に
な

っ
た
。
海
幸
彦
、
山

幸
彦
と
な
れ
ば
、
い
う
ま
で
も
な
く
そ
の
霊
力

に
関

わ
り
を
も
つ
人
名
で
あ
る
。
　
　
　
　

－

「

チ
」

は
す
で
に
そ
の
観
念

の
中

に
神
的
な
も
の
を
含
ん
で
い
る
が
、
つ

い
に
は
昇
格
し
て
直
接
神
々
の
座
に
も
加
わ
る
。
前
述
の
カ
グ
ツ
チ
、
ク
ク

ノ
チ
、
ノ
ッ
チ
、
シ
ホ
ツ
チ
な
ど
が
日
本
古
代
の
パ
ン
テ
オ
ン
に
名
を
連
ね

て
い

る
ば
か
り
で

は
な
い
。
も
し
も
語
源
学

的
に
「

ム
チ
」

が
「
チ
」
と
同

根
だ
と
い
う
こ
と

が
承
認
さ
れ
れ
ば
、
天
照
大

神
の
旧
名
と
考
え
ら
れ
る
オ

オ
ヒ
ル
メ
ム
チ
や
、
大
国
主
命
の
別
名

の
オ
オ
ナ
ム
チ

も
、
こ
の
「
チ
」

の

仲
間
入
り

を
す
る
こ

と
に
な
る
。
そ
こ
で
「
チ
」
と
い
う
観
念
は
、
自
然
物

を
も
動
植
物

を
も
人
間

を
も
、

そ
の
道
具
を
も
、
は
て
は
神
々
を
も
包
括
し
、

そ
の
共
通
の
根
底

を
な
す
遍
通
的
な
原
理
だ
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

こ
の
点
を
最
も
よ
く
代
表
す
る
の
が
、
外

な
ら
ぬ
「
チ

カ
ラ
」
と
い
う
言

葉
で
あ
る
。
「
チ
」
は
霊
力
だ
と
言

っ
て
き

た
が
、
万
物

の
も
つ
働
き
が
「
チ

カ
ラ
」
と
よ
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
こ
の
威
霊
の
作
用
と
い
う
考
え

が
も
と
で
、
だ
か
ら
松

岡
静
雄
氏

の
「
日
本
古
語
大
辞
典
」
で

は
、「
チ

カ

ラ
」

を
「

霊
因

」
だ
と
す
る
。
語
源
学
的

に
は
別

の
意
見
も
な
い
で
は
な
い

が
、「
チ
」

が
内

容
的
に
「
チ

カ
ラ
」

の
観
念

と
深
い

か
か
わ
り
を
持

つ

こ

と

は
、
充
分

う
な
ず
け
る
。
こ

の
力

は
決
し
て
機
械
的
物
理
的

な
自
然
力

を

さ
す
だ

け
の
も

の
と
は
限
ら
な
い
。
こ
の
力
に
は
自
然
力

も
生
命
力
も
心
霊

の
力
も
、
生
産
力

も
含
ま
れ

る
し
、
最
終
的
に
は
神
的

な
力
も
含
ま
れ
う
る
。

従
来
は
、
日
本
人
の
「
チ
」

の
思
想

は
プ
レ
ア

ニ
ミ

ズ
ム
や
、
ナ
チ
ュ
リ

ヌ
ム
（
自
薦
崇
拝
）
の
段
階
の
思
考
形
態
を
反
映
画
す
る
だ
け
の
も
の
の
よ
う



な
、
簡
単
な
説
明

が
な

さ
れ
て
き
た

。
人
に
よ

っ
て
は
、
ト

ー
テ
ミ

ズ
ム
に

関
連
づ
け
て
解
釈
す
る
も
の
も
い
る
が
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
い
う
「
マ
ナ
的
威

力
」

は
氏
族
霊
で
、
「
チ
」
よ
り

も
範
囲

が
狭
い
。
「
チ
」
に
自
然
崇
拝
的

な

要
素

が
濃
い
こ

と
は
認

め
る
が
、
し
か
し
私

は
そ
れ
だ
け
で

も
な
い
と
思
う
。

で

は
、
そ
れ
以
上

の
も
の
と
は
何
な
の
で
あ

ろ
う
か
。

三
、

根

源

的

な

力

と

魂

の

概

念

「
チ
（
霊
）
」

に
つ
い
て
の
深

い
洞
察
を
も
つ
松
岡
静
雄
氏

で
さ
え
も
、
た

と
え
ば
血
や
乳
や
鈎
の
意
味
の
チ
は
、
神
秘
的
霊
威
を
示
す
チ
か
ら
の
「
転

義
」

だ
と
す
る
。
一
般

に
、
上
述
し
た
さ
ま
ざ
ま
の
チ
の
様
相
の
説
明

は
、

い
ず
れ
か
の
チ

を
原

義
と
し
、
他
は
そ
の
転
義
、
応
用

、
類
推
な
い
し

は
融

即
と
み
る
点
で
一
致
し
て
い

る
が
、

は
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。

私

は
通
説
に
反
対
し
、
あ
え
て
チ

は
一
つ

の
全
体
で
あ

っ
た
と
主
張
す

る
。

縄
文

か
ら
弥
生
に

か
け
て

の
時
代

を
も
含

め
て
、
文
字
の

な
い
時
代

の
日

本

人

が
長
い
間

、
同
一

の
発
音
で

一
つ
や
二

つ
な
ら
と
も
か
く
、
多

様
に
異

っ

た
観
念
を
使

い
わ
け
て
き
た
な
ど
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
は
血
も
乳

も
父
も
鈎

も
、
命

も
力

も
同

じ
一
つ
の
言
葉
で
呼
ば
れ
て
き
て
い
た
の
だ
。

こ
れ
は
無
視
し
て
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
漢
字
と
い
う
い
わ
ば
表
意
文
字

の
先
入

主
を
い
だ
く
近
代

人
の
さ
か
し
ら

が
、
こ
の
壮
大
な

る
一
元
論

の
哲

学
を
バ
ラ
バ
ラ
に
し
、
い
わ
ば
部
分
か
ら
全
体
を
説
明
す
る
こ
と
に
憂
身
を

や
つ
し
て

い
る
。

こ
の
日
本
古
代
人
の
有
機
的
一
元
観
の
内
的
連
関
を
断
ち
、
こ
れ
を
原
子

論
化

し
た
最
初

の
犯
人

は
、
外

な
ら
ぬ
そ
の
「
漢
字
」
で
あ

っ
た
。
前
述
し

た
新
来
の
漢
字
に
対

す
る
訓
訳

は
、
こ
れ
を
裏
返
せ
ば
日
本
語
音

の
漢
字
訳

で
も
あ
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
体
内

の
チ

は
血
に
、
母

親
か
ら

の
チ

は
乳
に
、

父
親
の
チ
は
父
に
、
生
の
チ
は
命
に
、
ち
か
ら
の
チ
は
力

に
、
と
い
う
工
合

に
書
き
分

け
ら

れ
、
い

わ
ば
全
体

が
ズ
タ
ズ
タ
に
切
り
裂
か
れ
た
。
ミ
ツ
チ

は
蛟
や
地
と
な
り
（
ミ
ツ
は
も
と
も
と
竜
を
表
す
朝
鮮
語
m
o
i
r
i
か
ら
来
た

と
の
説

も
あ
る
が
、
日
本
人

は
音
の
類
似
か
ら
水

を
連
想
し
て
い
た
と
も
考

え

ら
れ
る
）
、
ヲ

ロ
ヂ
は
大
蛇

と
な
り
、
イ
カ
ツ
チ

は
雷

と

な

り
、
等

々
に

よ
っ
て
共

通
観

念
と
し
て
の
チ

は
漢
字
の
中
で

は
姿
を
没

し
、
代

っ
て
中
国

の
豊
富
な
、
し
か
し
細
分
化

さ
れ
た
各
文
字
の
イ
メ
ー
ジ
が
表

に
出
て
、
古

き
名
の
も
と
へ
新
し
い
神
話
や
世
界
観

が
入
り
込
む
。
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ

ロ
チ
退

治
の
神
話
な
ど
に
は
、
と

う
い
う
成
立

の
過
程
も
あ
っ
た
の
で

は
あ
る
ま
い

か
。
ペ
ル
セ
ウ
ス
・
ア
ン
ド
ロ
メ
ダ
型
の
英
雄
神
話
で
あ
る
こ
と
に
異
論
は

な
い

が
、
ヲ

ロ
チ
そ

の
も
の
の
原
義
は
峯
の
威
力
で
、
島
根
県
の
船
通
山

あ

た
り
で

の
、

タ
タ
ラ
師

に
よ

る
砂
鉄
掘
り
に
起
因
す

る
、
山
津
波
や
洪
水
も

考
え
ら

れ
る
。

と
も
か
く

、
当
時

の
日
本
人

の
思
考

が
、
素
朴
で
原
始

的
で

、
ま
だ
物
事

を
充
分
に
区
別

す
る
観
念
を
も
た
な
か
っ
た
か
ら
、
と
い
う
の
も
誤
解
で
あ

る
。
山
や
野

や
水
や
火
や
、
生
命
や
力

の
区
別
を
も
っ
て
い
た
か
ら
こ

そ
、

同
じ
チ
に
そ
れ
を
つ
け
て
呼
ん
だ
の
で
あ
っ
て
、
異
る
も
の
に
共
通
の
原
理

を
見

る
こ
と
は
、
現
代
の
科
学
が
自
然

の
万
物
に
共
通
の
力
や
法

則
を
見
出

そ
う

と
し
て
い

る
の

と
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
中
国
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の



事
物
や
働
き
を
分
け
て
文
字
を
あ
て
が
う
こ
と
か
ら
始
め
た
。
文
字
は
絵
文

字
か
ら
始

ま
り
、
区
別

を
重
視
す

る
が
、
こ
と
ば
は
音
声
か
ら
始
ま
り
、
共

通

性
を
も
と

に
す

る
。
コ
ト

ダ
マ
の
さ
き
わ
う
国

と
文

字
の
栄
え

る
国
の
ち

が
い
で
、
文
化
の
段
階
の
差
な

ど
で

は
な
い
。

し
た

が
っ
て
「
チ
」
は
万

物
に
共
通

の
総
合
的
原

理
で

あ
り

、
あ
え

て
比

較

す
れ

ば
ア
リ

ス
ト
テ
レ

ス
の
形
相
因

、
ラ
イ

プ
ユ
ッ
ツ

の
根
源
的

な
力

に

類

似
す

る
。
む
ろ

ん
「
チ
」
の
観
念

に
ま
つ
わ
る
神
秘
的
呪
力
性

を
拭
い
去

れ
ぱ
の
こ

と
で
あ
る

が
、
少
く
と
も
血
や
乳
や
鈎
や
命
や
力

は
神
格
化

さ
れ

て

い
な
い
の
だ
か
ら
、
こ
の
比
較

が
著
し
く
的
外

れ
と
い
う
こ
と

は
な
い
。

で
は
、
第
二

の
「

タ
マ
」

の
場
合
は
い

か
が
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い

て

も
、
同

様
の
こ

と
が
考
え

ら
れ
る
が
、
問
題
は
「
チ
」

と
の
違
い
で

あ
る
。

「

タ
マ
」

に
は
自
然
物

と
し
て

の
タ
マ
と
、
生
命
や
精
神

の
源

と
し
て

の

タ
マ
と
が
あ
る
。
普
通

は
玉

と
魂
と
に
書

き
分

け
ら
れ
る
が
、
こ
れ
も
む

ろ

ん
、
漢
字

を
当
て
て
の
こ
と
で
あ

る
。
自

然
物

と
し
七

の
タ
マ
は
い
う

ま
で

も
な
く

、
球
形

ま
た
は
そ
れ
に
近
い
形

の
、
石

な
ど
の
材
質
で
作

る
装
飾
品

で
、
こ
こ
で
問
題

と
な
り
う
る
の

は
そ

れ
が
霊
力

の
依
り
し
ろ
と
考
え
ら

れ

る
場
合
で

あ
る
。
こ
れ
を
依
り
し

ろ
と
す

る
霊
力

の
方

が
魂
と
し
て
の

タ
マ

で
、
こ
の
両
者

は
同
語
源
と
み
な

さ
れ
て
よ
い
。

自
然
物
で
霊
力
を
も
つ
「

タ
マ
」
に

は
、
海
幸
山
幸
神
話
に
出

て
く
る
塩

盈
珠
（

シ
ホ
ミ
ツ

タ
マ
）

塩
乾
珠
（

シ
ホ
フ
ル

タ
マ
）

が
あ
る
。
海
水
の
干

満

を
自
由
に
す
る
呪
力
を
も
つ
タ
マ
と
考
え
ら
れ
、
塩
の
み

ち
ひ
を
説
明

す

る
神
話
だ

が
、
そ
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
農
耕
と
の
か
か
わ
り

が
強
調

さ
れ
て

い
る
。
稲
作
に
お
け
る
水
争
い
と
関
連
す
る
話
と
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

の
あ
た
り
の
神
話
に
は
玉
の
話

が
多
い
。
山
幸
彦
が
海
神

の
姫
で
あ

る
豊
玉

姫
に
逢
う
手

だ
て

に
用

い
た
の
も
玉

で
あ
る
。
そ

の
海
神
の
娘
た
ち
も
、
豊

玉
姫
、
玉
依
姫
の
名
を
も
っ
て
い
る
。
松
本
信
広
氏
が
、
玉
依
姫
は
「
霊
魂

の
依
り

そ
う
姫
、
す

な
わ
ち
巫
女

で
あ
る
」

と
い

っ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の

名

の
玉

は
魂

の
意
味
で

あ
ろ
う
。

魂

と
し
て
の
「
タ

マ
」

が
無
生
物
に
宿

る
も
の
と
し
て

は
、
刀
剣

に
宿

る

フ
ツ
ノ
ミ
タ

マ
も
あ
る

が
、
桜
井
徳
太
郎
氏

は
民

俗
学

の
立
場

か
ら

、
火
に

宿
る
ヒ
ダ
マ
、
水
に
宿
る
ミ
ズ
タ
マ
、
舟
を
守
る
フ
ナ
ダ
マ
な
ど
を
あ
げ
て

い
る
。
生
物

に
宿

る
「

タ
マ
」

に
は
、
イ
ナ

ダ
マ
（
稲
魂
）
、
コ

ダ

マ
（
木

魂
）

の
よ
う

な
穀
霊

、
樹
霊

が
あ
り

、
ま
た
蚕
に
宿
る
コ
ダ
マ
（
蚕

魂
）

の

よ

う
な
動
物
霊
も
あ

る
。
こ

れ
ら

の
「

タ
マ
」
は
そ
の
性
格

が
「
チ
」

と
ほ

と

ん
ど
区
別

が
つ
か
な
い
。

と
こ
ろ

が
人
間
の
場
合
に
な

る
と
、
そ
の
特
色
が
割
合

は
っ
き
り
し
て
く

る
。
人
間
の
「
タ
マ
」
「

タ
マ
シ
イ
」

は
、
人
間
を
人
間

た
ら
し

め
る
本
質
、

形
相
と
い
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
は
肉
体

を
離
れ
て
も
存
在
し
う

る
よ
う
に
意

識
さ
れ
て
お
り

、
そ
れ
が
遊
離

魂
や
化
生
魂
の
観
念
に
も
現
れ

て
い
る
。
死
者
に
対
し
て
行
わ
れ
る
タ
マ
シ
ズ
メ
、
タ
マ
フ
リ
の
儀
礼
、
あ

る
い

は
祖
霊
に
対
し
て

な
さ
れ
る
タ
マ
マ
ツ
リ
、
タ
マ
ム
カ
エ
、
タ
マ
オ
ク

リ

な
ど
の
行
事

を
み

る
と
、

タ
マ
と
い

う
観
念
は
心
身

の
区
別

と
霊
魂
の
持

続
の
思
想
を
、
前
提

と
し
て
い

る
こ
と

が
わ
か
る
。

だ

か
ら
、
語
源
説
に
人
魂
の
「

タ
マ
」
も
物
体
で
あ
る
玉
の
丸
い
こ
と
か



ら

の
連

想

だ

と

い

う

意

見

が

あ

る

に

も

せ

よ

、
人

間

に

お

け

る

タ

マ

シ
イ

の

本

質

は

他

の

自

然

物

と

は
異

っ
て

い

る
。

こ

の

こ

と

ば

を
通

じ

て

日

本
人

は

、

生

物

や

人

間

に

お

け

る
独

自

な
魂

や

精

神

力

の
観

念

に
到

達

し

た

の

で

あ

る

。

別

に

す

で

に

「
コ

コ

ロ
」

と

か

「

オ

モ

ヒ
」

と

か
い

う

言

葉

も

あ

る

が
、

コ

コ

ロ
は

魂

の

外

へ
向

か

っ

て

の
発

動

で
あ

る

の

に

対

し

、
「

オ

モ

ヒ

」

は

魂

の

内

に

蔵

す

る
情

念

で

あ

る

、

と
い

わ

れ
て

い

る
。

明

ら

か

に

、

ア

リ

ス

ト

テ
レ
ス
の
プ
シ
ュ
ケ
ー
ｐ
ｓ
ｙ
ｃ
ｈ
ｅ
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
ア
ー
ム
a
m
e
の
段
階

を

示

し

て

い

る

と
い

わ

な

く

て

は

な

ら

ぬ

。

神

格

と

し

て

の

「

タ

マ
」

に

は

、

大
国

主
命

の
別

名

で

あ

る

ウ

ツ

シ
ク

ニ

タ
マ
、
天
照
大
神
と
同
格
の
ア
マ
テ
ル
ミ
タ
マ
、
倉
稲
魂
神
と
か
く
ウ
カ
ノ

ミ

タ

マ
、

そ

の
他

オ

ホ

ク

ニ

ミ

タ

マ

、
ア

マ

ツ

ク

ニ

タ

マ

な

ど

が
あ

る
。

神

の

分

身

と

い

う

べ
き

荒

魂

、

和
魂

、
幸

魂

、

奇

魂

が

、

神

的

な

「

タ

マ
」

の

メ

タ
モ

ル
フ

ォ

ー

ゼ

を
示

す

ほ

か

、

大
国

主

命

の

国

造

り

に

協

力

し

た

ス

ク

ナ
ヒ
コ
ナ
が
マ
レ
ビ
ト
の
神
で
あ
る
と
共
に
、
大
国
主
神
の
「
第
二
の
自
我
」

を
示

す
霊

魂

神

だ

、

と

い

う

解

釈

も

あ
り

、

お
も

し

ろ
い

。

「

タ

マ
」

に

は

前

述

の

玉

、
珠

、

魂

の

ほ

か
、

タ

マ

シ

イ

の
意

味

で

は

魄

、

多
麻
、
■
磨
な
ど
の
文
字
が
使
わ
れ
た
。
中
国
の
魂
魄
の
観
念
に
こ
だ
わ
る

と

、

こ

れ

ま

た

細

分

化

に

連

る

が
、

幸

い

に

「
チ

」

ほ

ど

の

混

乱

は

な

い

。

自

然

物

に

も

宿

る

に

せ
よ

、

そ
の

本

性

は
精

神

的

で

あ
り

、

本
来

の

概

念

は

生
物
以
上
に
特
有
の
も
の
で
あ
る
。

四

、

ミ

コ

ト

と

カ

ミ

の

意

義

と

世

界

観

の

構

造

古

代

の

日

本

人

の

神

霊

観

に

関

係

あ

る
用

語

に

は
、

こ

の

ほ

か
に

、

ヒ

、

ヒ
コ
、
ヒ
メ
、
メ
、
ミ
コ
、
ミ
、
ミ
コ
ト
な
ど
、
カ
ミ
以
外
に
も
さ
ま
ざ
ま

の

も

の

が
あ

る

が
、

こ

こ

で

は

と

く

に
代

表

と

し
て

、
「
ミ

コ
ト

」

を

と

り

あ

げ

る

こ

と

に

し

た

い
。

ミ

コ

ト

は
人

名

お

よ

び

神
名

に

お

び

た

だ
し

く

用

い
ら
れ
、
時
に
は
自
然
物
を
も
擬
人
化
し
て
、
桃
の
実
を
「
オ
ホ
カ
ム
ツ
ミ

ノ

ミ

コ

ト

」

と
名

づ

け

た
り

す

る

例

も

あ

る

が

、

本
来

は
人

間

と
神

に

だ

け

通

用

す

る

称

呼

で
あ

る

。

し

か

も

人

間

で

は

、
天

皇

や

皇

族

な

ど

の
高

貴

な
人

に
対

し

て
用

い

、

一

般

に

用

い

る
場

合

で

も
身

分

の

高

い
人

や

目
上

の

人

、
親

し
い

人

に
使

う
。

「
日
本
国
語
大
辞
典
」
を
参
考
に
し
て
そ
の
用
例
を
の
べ
れ
ば
、
(
1
)
高
貴
な

人
に
対
す
る
尊
称
と
し
て
は
、
(
イ
）
印
普
通
名
詞
・
に
そ
え
る
場
合
（
ス
メ
ラ
ミ
コ

ト
）
、
（
ロ
）
固
有
名
詞
に
そ
え
る
場
合
（
イ
ハ
レ
ヒ
コ
ノ
ミ
コ
ト
）
、
（
２
）
身
分
の

高

い

人

や
目

上

の
人

へ

の
敬

称

と
し

て

は
、
印

普

通

名

詞

に

そ

え

る

場

合

（
母
ノ
ミ
コ
ト
）
、
（
ロ
）
固
有
名
詞
に
そ
え
る
場
合
（
藤
原
ノ
ミ
コ
ト
）
、
（
３
）
親

愛

の

情

を

こ

め

て

相

手

を

さ

す
場

合

（

妻

ノ

ミ

コ

ト

）
、

等

で

あ

る

。

漢

字

や

そ

れ

に

よ

る
万

葉

仮

名
で

は
命

、

尊

、

御

事

、

御

言

、

美

挙

等

、

美

許

登

な

ど

と

書

き

、
ミ

（

美

、
御

）

は
甲

類

で

あ

る

か
ら

美

称

だ

ろ

う

が
、

問

題

は

「

コ

ト

」

に

あ

る
。

こ

れ

に

つ
い

て

は
事

と

す

る
説

と
言

と

す

る
説

と

が
分

れ

、
「

日

本

国

語

大

辞

典

」

で

は

言

葉

を
ミ

コ
ト

、

ミ

コ

ト

ノ

ジ

と

い
う
場
合
の
「
御
言
」
と
区
別
し
て
、
尊
称
と
し
て
の
ミ
コ
ト
の
場
合
は

「
御
事
」
だ
と
す
る
。
し
か
し
古
事
記
で
は
、
ホ
ム
ツ
ワ
ケ
ノ
ミ
コ
ト
が
年

と
る

ま

で

モ

ノ

を
言

わ

な

か

っ
た

と

い

う

と
こ

ろ

に

、
言

葉

の
意

味

で

「

真



事
」
（
マ
コ

ト
）

と
記

し
て
あ
る
。
ま
た
大
国
主
神
の
子

の

コ
ト

シ
ロ
ヌ

シ

は
言
代

主
と
も
事
代

主
と
も
書
か
れ
、
こ
れ
は
「
言
知
り
主
」
、
す
な

わ

ち

託
宣

を
司

る
神
で
、
言

が
本
義
だ
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い
る
。

ミ
コ

ト
は
敬
称
と
し
て
は
陛
下

、
殿
下

と
同
類
の
発
想
で
「
御
事
」

と
と

り

た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
問
題
は
命
を
ミ
コ
ト
と
よ
ま
せ
て
い
る
こ

と
で
あ

る
。

ミ
コ

ト
が
「
ミ
コ
ト

バ
」

だ
か
ら
、
命
令
の
命
を
あ
て
た
の
で

は
あ

る
ま
い

か
。
日

本
書

紀
で
は
意
味
を
と

っ
て
敬
称
の
ミ
コ
ト
の
「
至

っ
て
尊
い

も
の
」

に
尊

の
字
を
、
そ
れ
以
外

の
も
の
に
命
の
字

を
あ
て
る

が
、
古
事
記
で

は
す

べ
て
命
で
あ
る
。
敬
称
に
ず
ば
り
「
御
言
」
と
書
い
て
い
る
例
も
あ
り
、
御

言

が
正

し
い
の
か
と
も
思
う
。

し

か
し
私

の
前
述

し
た
論
法

か
ら
す
れ
ば
、
日
本

人
は
言

葉
に
も
そ
の
行

為
や
事
象

に
も
、
ひ

と
し
く
「
コ
ト
」
の
音
を
用
い
て
い
た
の
で
あ

っ
て
、

漢
字
で

こ
れ
を
書
き
分

け
た
と
こ
ろ
に
、
問
題

が
あ

っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。
コ

ト
は
元
来
両

様
の
意
義

を
も
ち
、
言
葉
W
o

ｒ
ｔ

同
時

に

事

が
ら

Ｓ
ａ
ｃ
ｈ
ｅ

で
も
あ
り
、
思

惟
と
存
在
、
理
念
と
実
体

が
一
体
で
あ

っ
た

と
す

れ

ば
、
難
問
は
一
挙
に
解
決
す
る
。
日
本

は
コ
ト

ダ
マ
の
さ
き

わ
う
国

と
い

わ

れ
た
が
、
言
霊
は
す
で
に
神
で
あ
り
、
W
o
ｒ
ｔ
-
Ｇ
ｏ
ｔ
ｔ
　
な
の
で
あ
る
。

新
約
聖
書
の
ヨ
ハ
ネ
伝
に
は
、
「
初
め
に
コ
ト
バ
l
ｏ
ｇ
ｏ
ｓ
あ
り
き
」
、
と
い

う
有
名

な
く
だ
り
が
あ
る
。
そ
れ
に
続
く
文
章

は
、
「
コ
ト

バ
は
神

と

と

も

に
あ
り
、
コ
ト
バ
は
神
な
り
き
」
で
あ
る
。
こ
こ

か
ら
、

か
つ
て
教

父
哲
学

の
は
じ
め
に
は
、
キ
リ
ス
ト
や
他
の
神
霊

ｄａ
ｉｍ
ｏ
ｎ

た

ち

が
、
神

の
コ

ト

バ
の
具
現
と
し
て
、
ロ
ゴ
ス
だ
と
い
わ
れ
た
（
ロ
ゴ
ス
・
キ
リ
ス
ト
説
）
。

日
本

の
場
合

に
お
い
て
も
、
筧
泰
彦
氏

に
よ
れ
ば
「
カ
ミ
の
ミ
コ

ト
（
御
言
）

を
も
ち
て
支
配
す
る
人
は
『
ミ
コ
ト
』
と
称
さ
れ
た
」
の
で
あ
る
。

ロ
ゴ
ス
は
理
法

で
あ
り

、
ま
た
理
性

で
も
あ
る
の
だ
か
ら
、
い
さ
さ
か
強

弁

を
弄
す

れ
ば
、
ミ
コ
ト

は
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
の
い
う
思
惟
的
魂
と
し
て
の

ヌ
ー
ス
（
理
性
）
、
あ
る
い

は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
い
う
思
惟
す
る
精
神

と

し

て
の
エ
ス
プ
リ

に
関

連
を
持
つ
。

最
後

に
簡
単

に
、
「
カ
ミ

」
を
考
え

て
み
よ
う
。
似
た
用

語
に
ヤ
マ
ツ
ミ

、

ワ
タ
ツ
ミ

の
「
ミ
」

が
あ
る
が
、
こ
れ
は
甲
類
で
あ
る
か
ら
、
乙

類
の
「
ミ
」

で
あ
る
「

カ
ミ
」

と
は
つ
な
が
ら
な
い
。
カ
ミ
の
語
源

に
つ
い
て
は
、
本
居

宣
長
説

を
は
じ

め
実

に
多

種
多

様
の
議
論

が
あ
る

が
、
今
は
そ
れ
に
ふ
れ
る

余
裕

が
な
い
で

い
ず
れ

に
せ
よ

、
甲
類
の
「
ミ
」

音
を
も
つ
「
上
」
（
カ
ミ
）

と
は
関
係

の
な
い
こ

と
、

周
知

の
と
お
り
で
あ
る
。

カ
ミ
に

は
神
の
文
字

が
当

て
ら
れ
、
文
献
的
記
録
の
成
立
し
た
七
、
八
世

紀

の
段
階
で

は
、
神
的

な
あ
ら
ゆ
る
存
在

に
そ
の
名
が
配

分
さ
れ
て
い
る
。

人
間

に
も
動
物

に
も
、
植

物
に
も
無
生
物

に
も
、
手
当

り
次
第
に
カ
ミ
の
名

が
つ
け
ら
れ
る
。
そ
の
適
用
範
囲
は
チ

や
タ
マ
を
さ
え
越
え
る
広
さ
と
も
い

え

る
が
、
元
来

は
人
格
神
で
あ
り
超
越
神

で
あ
る
本
来
の
神

ｔｈｅ
ｏ
ｓ
の
概
念

を
も
と
と
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
中
国

の
文
字
で
は
天

神
地
祇
人
鬼
と
区

別
が
あ
る
の
に
、
あ
え

て
「
神
」
の
字
を
採
用
し
た
こ
と
は
、
上
級
神
、
支

配

神
と
し
て
の
天

ツ
神
を
ま
ず
指
す
と
の
判
断

か
ら
で
あ
ろ
う
。
だ
が
日
本

人
の
汎

神
論
は
こ
の
神
を
、
た
ち
ま
ち
容

赦
も

な
く
国
ツ
神
に
も
物
神
に
も

お
し
広
げ
、
悪

霊
に
も
邪
神
の
字
を
あ
て
た
。



「

カ
ミ
」

は
万

葉
仮
名

で
、
可
未

、
柯

徼
、
迦
徼
な

ど
と
書

か
れ

る
。
乙

類

の
ミ
は
、
別

に
身
、
実
な
ど
と
も
書
か
れ
、
実
体

を
意
味
し

た
。
だ

か
ら

松
岡
静
雄
氏
は
、
カ
ミ
が
カ
（
上
）
と
ミ
（
身
）
の
結
合
語
で
、
人
の
上
に

た
つ
者
の
意
と
す
る
が
、
筧
泰
彦
氏
は
カ
（
彼
）
と
ミ
（
身
ま
た
は
実
）
の

結
合
語
と
説
き
、
「
目
に
見
え
ぬ
カ
の
と
こ
ろ
の
身
（
実
）
」
と
な
し
、
注
目

さ
れ
る
。

以
上

の
、
チ

か
ら
夕
．マ
、
ミ
コ
ト

を
へ
て
カ
ミ
に
至

る
神
霊
観
念
の
論

理

的

展

開

構

造

を

、
最

後

に

一

表

に

ま

と

め
る

と
、

上

の

よ

う

に

な

る

。

た
だ

日

本

の

神
観

と

、

ヨ

ー

ロ
ッ

パ

の

神

観

と

の
決

定

的

な
相

異

の

一

つ

は

、

そ

の
超

越

性

が
不

動

性

と

結

び

つ

か

ぬ
こ

と

に

あ

る

。

西

欧

の

神

に

あ

っ
て

は

、

神

は

自

ら

動

く

こ

と

な

く

し

て

、

一
切

万

有

を

動

か
す

「
不

動

の
原
動
者
ｋ
ｉ
ｎ
ｏ
ｕ
ｎ
　
ａ
ｋ
i
n
e
t
o
n
」
（
ア
リ
ス

ト

テ

レ

ス
）

で

あ

る

。

と
こ

ろ

が
日

本

の
神

神
は
変
幻
自
在
、
流
通
自
在
の
マ
レ
ビ
ト
の

神

、

ヨ

リ

マ

シ

の
神

、

降

臨

の

神
、

遊

幸

の

神

で

あ

る

。

日

本

の

神
観

は

こ

の

意

味

で

「
卓

絶

性

」
ｅ
ｍ

ｉｎ
ｅ
ｎ
ｃ
ｅ

欠

け

る

と

い

わ

れ

る

が
、

そ

の
代

り

に
自

由

に
動

き

う

る

遍

在

性

を

特

色

と
す

る

。

だ

か
ら
日
本
の
原
始
信
仰
を
西

欧
流
の
固
定
的

な
多
神
教

と
す
る
の
も
誤

っ
て
い

る
。
日
本

の
神
観
の
多
元

性
の
根
底
に
は
、
汎
神
論
的
な
一
元
性

が

あ
り
、
そ
の
原
因
は
チ
か
ら
タ
マ
を
へ
て
ミ
コ
ト
に
至
る
有
機
的
連
続
観
に

あ

っ
た
と
い
え

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
を
モ

デ
ル
に
し
て
日
本
人
の
固
有
の

世
界
観
を
一
言
で
表
わ
せ
ば
、
単
純
な
一
元
論
で
も
多
元
論
で
も
な
く
、
あ

の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
世
界
観
に
奇
し
く
も
類
似
す
る
一
即
多
元
論
だ
、
と
い

う

こ

と

に

な

り

は

し

な

い

だ

ろ

う

か

。

（
１
）
　
「
日
本
語
の
世
界
　
１
」
大
野
晋
「
日
本
語
の
成
立
」
（
中
央
公
論
社
）
　
一

八
九
―
一
九
九
頁
。

（

２

）
　

前

掲

書

、

二

〇

一

頁

。

な

お

、

こ

こ

で

大

野

氏

が

、

訓

読

表

記

法

の

導

入

を

第

二

の

帰

化

人

に

よ

る

と

さ

れ

る

の

も

、

訓

の

意

味

に

か

か

わ

り

な

く

訓

読

の

音
を
使
っ
て
日
本
語
を
表
わ
す
方
式
（
例
え
ば
、
タ
マ
キ
ハ
ル
を
玉
尅
春
と
書

く
た
ぐ
い
）
の
導
入
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
訓
読
そ
の
も
の
の
創
始
の
こ
と
で
は

な

い

、

と

解

し

た

い

。

（
３
）
Ａ
ｒ
ｉ
ｓ
ｔ
ｏ
ｔ
ｅ
ｌ
ｅ
ｓ
，
　
Ｄ
ｅ
　
Ａ
ｎ
ｉ
ｍ
ａ
，
　
Ⅱ
　
４
１
２
ａ
，
　
４
１
４
ｂ
　
ｆ
ｆ

．
；
　
Ｍ

ｅ

ｔａ

ｐ

ｈ

ｙ

ｓ

ｉｃ
ａ

　

Ｉ

９
８
３
ａ
　
＆
　
Ｘ
Ｉ
Ｉ
　
１
０
７
４
ａ
～
１
０
７
５
ａ

．

（
４
）
Ｌ
ｅ
ｉ
ｂ
ｎ
ｉ
ｚ
，
　
Ｓ
ｙ
ｓ
ｔ
ｅ
ｍ
ｅ
　
ｎ
ｏ
ｕ
ｖ
ｅ
ａ
ｕ
　
３
　
；
　
Ｍ
ｏ
ｎ
ａ
ｄ
ｏ
ｌ
ｏ
ｇ
ｉ
ｅ
　
１
８
～
２
９
，
　
４
７
　
＆

６

２
-

７

２

．

（

５

）
　

松

村

武

雄

「

日

本

神

話

の

研

究

、

第

三

巻

」

（

培

風

館

）

七

一

八

頁

。

ま

た

七

二

四

―

七

二

五

頁

参

照

。

（

６

）
　

筧

泰

彦

「

神

と

皇

尊

（

ス

メ

ラ

ミ

コ

ト

）

の

淵

源

に

つ

い

て

」

一

頁

（

掲

載

誌

で

一

五

二

頁

）

。

な

お

日

本

の

神

霊

観

が

チ

か

ら

タ

マ

、

ミ

コ

ト

を

へ

て

カ

ミ

に

進

ん

だ

と

見

る

私

の

考

え

は

、

筧

教

授

の

御

示

唆

に

負

う

と

こ

ろ

が

多

い

。

（

７

）
　

松

村

武

雄

、

前

掲

書

、

七

二

五

頁

。

ま

た

二

四

一

頁

参

照

。

あ

し

か

を

「

ミ

チ

」

と

呼

ぶ

事

例

は

、

「

古

事

記

」

上

巻

、

海

幸

山

幸

神

話

の

条

、

お

よ

び

「

日

木

書

紀

」

海

宮

遊

幸

の

章

の

第

五

の

「

一

書

」

に

あ

る

。

な

お

ま

た

松

村

氏

は

、



「

出
雲
風
土
記
」

に
出
て
い
る
神

「

ウ
ノ
チ
ヒ
コ
」
の
「

ウ
ノ
チ
」
も
「
海
の

霊
」
だ
と
す
る
（
前
掲
書
、
七
二
四
頁
）
。

（
８
）
　
「

ヲ
ロ
チ
」
に
つ
い
て
は
蛇
霊
あ
る
い
は
水
霊
と
す
る
解
釈

が
な
い
で
も

な

い

が
、
私
は
峯

な
い
し
丘
の
霊
力
と
み
る
松
岡

静
雄
氏
（
「
日
本
古
語
大
辞
典
」
）

や
松

村
武
雄
氏

の
見
解
に
従
う
。

（
９
）
　
大
野
晋
氏
に
よ
れ
ば
矢
を
示
す
「
サ
ツ
」
「
サ
チ
」
は
古
代
朝
鮮
語
の
「
サ

ル
」
s
a
l
に
対
応
す
る
と
い
う
が
（
同
氏
、
前
掲
書
、
一
〇
五
頁
）
、
筧
泰
彦
氏

は
s
a
l
に
「
チ
」
が
つ
き
、
間
の
エ
ル
の
音
が
消
え
て
「
サ
チ
」
と
な
っ
た
と

す

る
（
前
掲
論
文
）
。

（
1
0
）
　
「
チ
」
と

し
て
の
神
秘
的
霊
能
を
介
し
て
の
人
と
道
具
と
の
不
可

分
の

関
係

の

説
明
と
し

て
は
、
松
村
氏
の
前
掲
書
、
七
一
九
頁
以
下
を
参
照

。
　
　

（
1
1
）
　
ヤ

マ
タ
ノ
ヲ

ロ
チ
退
治
が

ペ
ル
セ
ウ
ス

ー
ア

ン
ド
ロ
メ
ダ
型
神
話
で
あ

る
こ

と
を
指
摘
し
た
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
の
W
・
ア
ス
ト
ン
や
Ｅ
・
ハ
ー
ト
ラ
ン
ド
。

こ
の
神
話
の
く
わ
し
い
考
証
は
、
松
村
武
雄
、
前
掲
書
、
第
十
一
章

、
一
六
五

頁

以
下
。
海
外
か
ら
の
伝
搬
経
路
の
考
察
は
、
大
林
太
良
「
日
本
神
話
の
起
源
」

（
角
川
選
書
）
一
六
六
頁
以
下
参
照
。
日
本
固
有
の
自
然
的

お
よ
び
民
俗
的
条

件
の
と
こ
ろ
へ
、
外
来
の
観
念

が
結
合
し

た
こ
と
を
示
し
て

い
る
。

（
1
2）
　
「
古
事
記
」
上

巻
、
海
幸
山
幸
神
話
の
条
。

（
1
3）

松

本
信
広
「

日
本
神
話
の
研

究
」
（

平
凡
社
）
四

七
頁
。

（
1
4
）
　
「
講
座
、
日
本
の
古
代
信
仰
1
　
上
田
正
昭
編
、
神
々
の
思
想
」
（
学
生
社
）

所
収
、
桜

井
徳
太
郎
「
カ
ミ
の
成
立
と
祖
霊
信
仰
」
一
三
〇
頁
。

（
1
5
）
「
岩
波
古
語
辞
典
」
（
大
野
、
佐
竹
、
前
田

編
）
参
照
。

（
1
6
）
　
大
林
太
良
「
日
本
神
話
の
起
源
」
一
九
七
頁
。

（
1
7）
　
「
古
事
記
」
上
巻
、
伊
邪
那
岐
命
の
黄
泉
国
訪
問
の
条
。

（
1
8）
　
「
古
事
記
」
中

巻
、
垂
仁
天

皇
の
条

。
「
日
本
書
紀
」
巻

六

の

同

条

に

は

「
言
」
と
あ

る
。

（
1
9）

岩
波
文
庫
版
「
古
事
記
」
、
倉
野
憲
司
校
注
、
一
〇
四
頁
。

ま
た
、

西

郷
信

綱
「
古
事
記
注
釈
」
（
平
凡
社
）
第
二
巻
、
一
一
七
頁
お
よ
び
一
九
八
頁
。

（
2
0 ’
）
　
「
万
葉
集
」
三
・
三
二
二
、
山
部
赤
人
の
歌
。

（
2
1
）

筧

泰
彦
、
前
掲
論
文
七
頁
（
一
五
八
頁
）
。

（
2
2
）
　
筧
泰
彦
、
前
掲
論
文
四
頁
（
一
五
五
頁

）
以
下
。
ま

た
同
氏

の

論
文
「
『
わ

れ
』
の
意
味
す
る
深
層
」
四
頁
（
掲
載
誌
五
二
頁
）
参
照
。

（
2
3
）
Ｌ
ｅ
ｉ
ｂ
ｎ
ｉ
ｚ
，
　
Ｍ
ｏ
ｎ
ａ
ｄ
ｏ
ｌ
ｏ
ｇ
ｉ
ｅ
　
１
３
～
1
4

（

や

ま

し

た

・

た
ろ

う

、

西

洋

近

世

哲
学

、
常

葉

学

園
大

学

教

授

）
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