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特

集

「
神

と
神

々

」

３

〉

日
本
に
お
け
る
神
概
念
の
諸
層

―
―
『
日
本
書
紀
』
を
軸
に
―
―

１

日
本
に
お
け
る
神
概
念
の
あ
り
方

を
明
ら

め
よ
う
と
す
る
場
合

に
、
考
え

る

べ
き
は
、
ど
の
道
筋
か
ら
行

う
か
、
と
い
う
こ
と
な
の
で

は
あ
る
ま
い
か
。

と
い
う
の
も
、
神

が
み
の
あ
り
方
は
、
わ
れ
わ
れ

が
そ
れ
と
な
く
想
定

し
て

い
る
よ
り
も
ず

っ
と
多
義
的
で
あ
り

多
層
的
で
あ
り
、
ど
の
見
方
か
ら

そ
の

貌
を
見
よ
う

と
す

る
か
、
に
よ
っ
て

、
見
せ
る
姿
を
変
え
る
も
の
の
よ
う
に

私

に
は
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
点
に
私

が
気

づ
か
さ
れ
た
の
は
次
の
次
第
に
よ

る
。

本
居
宣
長

『
古
事
記
伝
』

三
之
巻
に
著
名
な
神
の
定
義

が
あ
る
。
彼
は
ま

ず
「

迦
微
と
申
す
名
義
は
未

だ
思
ひ
得
ず
」
と
記
し

、
し

か
も
「
奮
く
説

る

こ
と
ど
も
皆
あ
た
ら
ず
」
と
分
註
す

る
。
つ
ま
り
、
宣
長

か
ら
し
て
、
神
の
内

包
す
る
も
の

が
何

か
は
基
本
的
に
は
不

分
明
で
あ

る
と
さ
れ
、
そ
の
上
、
彼

野
　
崎
　
守
　
英

よ
り
も
以
前
に
な
さ
れ
た
こ
の
概
念
に
つ
い
て
の
定
義
は
不
正
確
で
あ
る
と

み

な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
上

で
次
の
記
述
が
な

さ
れ
る
。「

さ
て
凡
て

迦
微

と
は
、

古
御
典
等
に
見
え
た
る
天
地
の
諸
の
榊

た
ち
を
始
め
て
、
其
を
祀
れ
る
■
に
坐
す
御
霊
を
も
申
し
、
又
人
は
さ
ら
に

も
云
は
ず
。
鳥

獣
木
草
の
た
ぐ
ひ
海
山
な
ど
、
其
餘
何
に
ま
れ
、
尋
常
な
ら

ず
す
ぐ
れ

た
る
徳
の
あ
り

て
、
可
畏
き
物

を
迦
微
と
は

云
な
り
」
。

記
述
は

更
に
つ

づ
く

が
、
今
、
こ
の
部
分

だ
け
を
軸
に
し
て
、
問
題
に
し

た
い
焦
点

を
定

め
よ
う
。
宣
長
の
こ
の
定
義

の
特
質
は
、
第
一
に
、
神
を
包
括
的

な
相

で
捉
え

よ
う
と
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
右

の
記
述

の
、
定
義
の
幅

を
広
げ

な

が
ら
内
実

の
外
延

を
定

め
よ
う

と
し
て
い

る
展
開

の
仕
方
に
そ
れ
が
顕
著
に

見
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
、
神
が
神
た
る
所
以
と
さ
れ
る
の
は
、
―
―
こ
れ
が

第
二
の
特
質
だ
が
―
―
超
尋
常
性
と
い
う
特
性
で
あ
る
。
人
の
用
い
る
言
語

基
盤

の
一
つ
に
、
通
常
、
あ
た
り
前

、
と
い
う
層

が
あ

る
の
は
、
こ

の
世
界



の
う
ち
に
人
が
住
ま
う
。
"
自
然
"
に
か
か
わ
る
一
基
本
様
態
だ
が
、
そ
の
層

の

彼

方

、

そ

の

層

が

一

つ

の

境

域

と

し

て

囲

ま

れ

る

外

の

部

分

に

神

の

あ

り

場

所

を

定

め

る

の

が

宣

長

の

特

徴

な

の

で

あ

る

。

こ

の

宣

長

の

考

え

に

乗

っ

て

更

に

考

え

を

進

め

る

と

す

れ

ば

、

そ

こ

に

い

う

″

彼

方

″

″

外

″

が

ど

の

よ

う

な

質

に

お

け

る

そ

の

よ

う

な

も

の

と

し

て

あ

る

の

か

、

と

い

う

の

が

考

究

す

べ

き

点

で

あ

っ

て

、

こ

の

点

は

、

本

稿

の

の

ち

の

探

究

課

題

と

な

る

。

が

、

今

、

問

題

を

論

ず

る

足

場

を

定

め

よ

う

ど

し

て

い

る

こ

こ

で

は

、

右

の

定

義

の

書

き

出

し

の

部

分

の

姿

に

第

三

の

特

質

を

見

出

し

、

そ

の

性

格

を

考

え

る

こ

と

を

し

て

み

た

い

。

「

凡

て

迦

微

と

は

、

古

御

典

等

に

見

え

た

る

天

地
の
諸
の
榊
た
ち
を
始
め
て
、
其
を
祀
れ
る
■
に
坐
す
御
露
を
も
申
し
・
…

…
」
と
い
う
箇
所
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
宣
長
が
「
古
御
典
」
の
う
ち
『
古
事

記
』
を
尊
重
し
て
い
た
こ
と
を
想
起
し
た
い
。
敢
て
記
せ
ば
『
古
事
記
』
が

『

日

本

書

紀

』

よ

り

も

日

本

の

古

語

の

姿

を

残

し

て

お

り

、

し

た

が

っ

て

古

語

を

軸

に

し

た

古

え

の

世

界

像

が

そ

こ

に

刻

ま

れ

て

い

る

、

と

す

る

の

が

そ

の

理

由

で

あ

る

。

そ

の

考

え

の

結

果

、

『

古

事

記

』

の

上

巻

、

神

代

の

項

が

宣

長

の

神

概

念

の

基

層

に

位

置

づ

く

こ

と

に

な

っ

た

。

目

下

問

題

に

し

て

い

る

箇

所

も

、

そ

の

上

巻

の

注

と

し

て

記

さ

れ

た

も

の

な

の

で

あ

る

。

そ

の

こ

と
が
宣
長
の
神
概
念
に
一
つ
の
特
質
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ

れ

は

ど

う

い

う

も

の

で

あ

っ

た

か

。
　

神

代

の

巻

は

数

々

の

神

話

の

合

成

か

ら

成

る

。

神

話

は

、

神

が

み

と

さ

れ

る

個

々

の

者

の

さ

ま

ざ

ま

な

業

（

行

為

）

の

組

み

合

わ

さ

れ

た

物

語

で

あ

る

。

「
古
御
典
に
見
交
た
る
天
地
の
諸
の
神
た
ち
」
と
は
、
こ
う
し
て
、
個
体
と

し

て

（

時

に

は

人

間

の

よ

う

に

）

行

為

を

し

、

そ

の

行

為

の

あ

り

方

に

伴

っ

て

名

を

え

て

い

る

存

在

で

あ

る

こ

と

を

基

本

と

し

て

い

る

。

そ

れ

が

宣

長

の

神

観

の

第

三

の

特

質

な

の

だ

。

率

直

に

い

え

ば

、

こ

の

神

観

に

対

し

て

私

は

長

い

こ

と

疑

問

を

抱

か

ず

に

き

た

。

宣

長

の

見

方

に

限

定

を

加

え

、

そ

の

定

義

の

枠

か

ら

微

妙

に

ず

れ

る

神

が

み

の

あ

り

方

を

掘

り

お

こ

す

必

要

が

あ

る

の

で

は

な

い

か

、

と

考

え

は

じ

め

た

の

は

、

日

本

の

神

が

み

の

あ

り

方

を

さ

ま

ざ

ま

な

原

型

に

還

元

し

て

考

え

る

必

要

が

あ

る

の

で

は

な

い

か

と

気

が

つ

き

、

そ

れ

を

試

み

つ

つ

あ

る

作

業

の

過

程

に

お

い

て

、

で

あ

る

。

2

そ

の

作

業

は

進

行

中

で

あ

っ

て

、

今

の

段

階

で

は

充

分

に

開

け

た

見

通

し

が

も

て

る

状

態

に

は

な

い

。

こ

こ

で

は

、

右

に

い

う

作

業

が

ど

こ

ま

で

進

ん

だ

か

と

い

う

中

途

の

報

告

し

か

な

し

え

な

い

。

こ

こ

で

、

本

稿

の

は

じ

め

に

述

べ

た

、

神

概

念

の

あ

り

方

に

つ

い

て

考

え

る

場

合

に

ど

の

道

筋

か

ら

行

う

か

、

と

い

う

点

に

触

れ

た

い

。

私

は

、

資

料

と

し

て

、

古

代

日

本

の

影

像

を

刻

み

こ

ん

だ

文

献

の

中

で

、

宣

長

か

ら

遠

く

か

つ

彼

に

近

い

も

の

と

し

て

『

日

本

書

紀

』

の

人

代

の

項

を

え

ら

ん

だ

。

『

日

本

書

紀

』

は

も

っ

ぱ

ら

漢

文

脈

の

使

法

を

優

先

し

て

記

さ

れ

、

そ

こ

で

は

単

語

と

し

て

の

古

語

の

影

も

極

度

に

消

さ

れ

て

い

る

と

宣

長

は

考

え

て

い

る

。

モ

の

上

、

原

則

的

に

考

え

れ

ば

、

人

代

は

神

話

の

世

界

で

は
な
い
。
古
代
日
本
の
王
権
の
あ
り
方
に
粋
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
、



そ
こ
に
展
開
さ
れ
る
の
は
人
間
の
物
語
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ぱ
、
そ
こ
に

は
人
間
か
ら
見
ら
れ
た
神
の
あ
り
方
が
、
見
ら

れ
る
姿

に
お
い
。て
粗
野

な
ま

ま
に
登
場
す

る
。
こ
の
二
点

は
、
宣

長
か
ら

も
っ
と
も
遠
い
神

の
あ
り
方
に

な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
は
い
え
る
。
が
、
そ
の
古
代
は
、
ア
イ
ヌ
や
東
北

日
本
や
南
西
の
琉
球
列
島
の
古
代
で

な
い
点
で

は
、
宣
長

が
間
近

か
に
見
よ

う
と
し
た
世
界
で
あ
っ
て

、
そ
こ
は
宣
長
に
近

い
。
そ
の
二
条
件
を
勘
案
し

な
が
ら
そ
の
境
域
に
お
け
る
神

の
姿

を
追
っ
て

、
神

の
多
層
性

の
一
面

を
浮

び
あ

が
ら
せ

る
こ
と
は
で
き
な
い
か
。
そ
の
道
筋
を
実
験

的
に
私

は
歩

い
て

み
よ
う
と
思
う
の
だ
。

そ
の
場
合
に
、
こ
こ
で
の
神
の
把
握
と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
区
分

し
て

お
き

た
い
二
つ
の
視
点
が
あ
る
。

一
つ
は
、
信
ず
る
相
手

と
し
て
の
み
神
を
捉
え
る
視
点
で
あ
る
。
そ
の
視

点

を
こ
こ
で
は
採
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
書
紀
人
代
の
神
記

述
を
検
討

し

て
み
て
明
ら

か
な
こ
と
だ

が
、
そ
こ
で
の
神
は
信
ず
る
対
象
と
し
て

は
問
題

に
な
っ
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
―
―
こ
の
学
会
で
比
較
と

い
う
軸
の
中
で
問
題
に
な
る
キ
リ
ス
ト
教
の
場
合
を
勘
案
す
べ
き
だ
が
―
―

や
は
り
特
記

し
て

お
く
に
値
い
し
よ
う
。
も
ち
ろ

ん
、
こ
こ
で
も
神
は
信
じ

ら

れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
。
信
じ

る
と
は
人
間

の
心
の
向
き
と
し
て
そ
の

も

の
を
内
面

に
定

め
て
疑
わ

な
い
こ
と
だ

が
、
そ

の
意
味
で
は
こ
こ
で
も
神

は
信
じ
ら

れ
て
い

た
の
で
あ

る
。
だ

が
、
そ

れ
は
、
当
然
の
こ
と
、
内

心
の

向

き
の
事

柄
と
し
て
で
は

な
か
っ
た
。
そ
う
で
は

な
く
て
、
書
紀
に
記
述
さ

れ
た
神
を
問
題
に
す
る
領
域
に
お
い
て
は
、
信
ず
る
信
じ
な
い
の
内
心
の
あ

ぴ

方

を

超

え

て

、

神

は

ま

ず

在

る

の

で

あ

る

。

そ

れ

な

ら

そ

れ

は

ど

の

よ

う

な

仕

方

に

お

い

て

在

る

の

か

。

世

界

が

在

る

と

い

う

こ

と

は

神

が

在

る

と

い

う

こ

と

で

あ

る

、

と

い

う

仕

方

に

お

い

て

、

で

あ

っ

た

。

つ

ま

り

、

世

界

が

在

る

と

は

、

こ

こ

で

は

。

世

。界

は

神

の

場

と

し

て

在

る

、

と

い

う

こ

と

だ

っ

た

の

で

あ

る

。

そ

う

で

あ

る

の

は

ど

の

よ

う

な

構

造

に

お

い

て

で

あ

る

か

。

そ
の
究
明
ば
の
ち
の
考
察
に
委
ね
る
。
今
の
時
点
で
は
、
神
は
信
ず
る
と
い

う

言

葉

の

枠

の

う

ち

に

は

基

本

的

に

属

ざ

な

い

と

い

う

定

義

を

軸

に

し

て

、

そ

の

あ

と

こ

こ

ま

で

記

述

を

進

め

て

お

け

ぱ

と

り

あ

え

ず

足

り

る

。

も

う

一

つ

は

、

神

を

さ

ま

ざ

ま

な

個

体

と

し

て

捉

え

る

こ

と

を

前

提

と

す

る
視
点
で
あ
る
。
そ
の
視
点
を
こ
こ
で
は
採
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
充
分

に
検
討
を
経
ず
に
あ
る
よ
う
に
見
え
る
一
つ
の
通
念
を
解
き
ほ
ご
し
て
み
た

い
か
ら
で
あ
る
。

問

題

は

こ

う

で

あ

る

。
『
古

事

記

』

で

も

『
日

本

書

紀

』

で

も

、

神

話

の

世

界

の

部

分

と

人

の

世

の

記

述

の

部

分

と

は

、

ど

の

よ

う

な

位

相

で

の

か

か

わ

り

に

あ

る

、

と

考

え

る

べ

ぎ

な

の

で

あ

ろ

う

か

。

叙

述

の

順

序

に

し

た

が

っ

て

、

神

話

の

部

分

が

人

の

世

の

記

述

よ

り

も

歴

史

的

に

古

い

層

を

示

し

て

い

る

、

と

は

到

底

考

え

ら

れ

な

い

。

そ

の

表

徴

と

な

る

も

の

は

い

く

つ

か

あ

る
。
神
話
の
世
界
に
は
歌
謡
が
少
い
。
あ
っ
て
も
出
雲
系
で
あ
る
。
歌
謡
が

人

間

の

表

現

の

形

式

と

し

て

は

古

層

に

属

す

る

と

い

う

こ

と

を

考

え

れ

ば

、

神

話

の

部

分

は

挿

話

の

断

片

を

観

念

的

な

述

作

と

し

て

あ

と

か

ら

整

備

し

た

も

の

と

み

な

し

う

る

。

書

紀

の

神

話

の

部

分

に

異

伝

が

多

い

と

い

う

事

実

も

、

神
話
化
し
て
過
去
の
姿
を
了
解
し
よ
う
と
す
る
知
的
操
作
の
多
様
な
層
を
示



し
て
い
る
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
神
話
の
部
分
が
古
く
な
い
、
と
私

は
断
定
し

た
い
の
で

は
な
い
。
神
話

の
部
分

に
描

か
れ
る
世
界
像
と
人
の
世

に
描
か
れ
る
世
界
像
と
は
構
造
が
異
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
が

い
い
た
い
の
で
あ
る
。

神
話
は
神

が
み
の
物
語
で
あ
る
。
多
く
の
神

が
み

は
個
体
と
し
て

名
を
も

ち
行
動

す
る
。
こ
の
世

界
に
お
い
て
は

、
主

役
は
神

が
み

で
あ
る
。
い
い
か

え
れ

ぱ
、
神

が
み
以
外

の
存
在

は
、
こ
こ
で
は

、
遠

く
外

な
る
も
の
と
し
て

望
み
み
ら

れ
る
の
で

あ
る
。
こ
の
あ
り
方
は
、
人
の
世
に
お
け
る
神

が
み
の

あ
り
方

と
は
対
照
的
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
人
の
世
に
あ
っ
て

は
、
神

が

み

は
、
基
本
的
に
は
、
人
の
世
の
向
う
に
望
み

み
ら
れ
る
存
在
で
あ
っ
て
、

そ
れ
自

身

が
物
語
を
構
成
す

る
主
役
で

は
な
い
か
ら

だ
。
主

役
は
あ
く
ま
で

人
間

な
の
で

あ
る
。
神

は
、
人
間

の
側

か
ら

は
遠
く
に
あ
る
威
力

な
の
で
あ

る
。今

は
、
神

話
に
お
け
る
世
界

像
と
人

の
世
に

お
け

る
神
に

か
か
わ
る
世
界

像
と
が
構
造
的
に
ど
の
よ
う
な
方
程
式

を
備
え
て
い

る
か
、
と
い
う
方
向
に

向
う
論

述
は
さ
し
控
え

る
。
そ
れ
は
、
こ
こ
で
試
み
よ
う
と
し
て
い
る
考
察

の
先
で

改
め
て

考
え

な
お
す

べ
き
事
項
に
属
し
よ
う
か
ら
で
あ
る
。
現
在

の

時
点
で
確
認

し
て

お
き

た
い
の
は
、
次
の
点
で
あ
る
。

人
の
世
に

お
い
て
人
の
彼
方
の
も
の
と
し
て

神
が
あ
る
、
と
い
う
あ
り
方

は
、
神

が
不
可

解

な
も
の
、
し
た
が
っ
て

命
名
以

前
の
も
の
、
と
し
て
あ

る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
神
と
の
か
か
わ
り

は
、
眼
に
見
え

な
い
も

の
と
し
て
あ
る
神
的
な
る
も
の
と
人
が
か
か
わ
る
場
合

の
原
型
的

な
姿
と
相

似

し

て

い

る

０
．
『

日

本

書

紀

』

の

人

の

世

に

お

い

て

、

こ

の

よ

う

な

姿

と

し

て

神

が

イ

メ

ー

ジ

さ

れ

る

場

合

、

そ

の

実

態

は

ど

う

い

う

特

質

を

備

え

る

か

。

そ
の
点
を
こ
こ
で
は
解
明
し
た
い
。
個
体
と
し
て
形
象
さ
れ
て
い
る
神
が
み

の

あ

り

方

を

軸

に

し

て

神

概

念

を

考

え

る

道

筋

は

採

ら

な

い

と

先

に

記

し

た

。

そ

の

こ

と

の

内

実

が

こ

う

し

た

や

り

方

で

考

え

を

進

め

る

こ

と

に

結

び

つ

く

。

3

こ

の

世

界

は

神

の

場

と

し

て

あ

る

、

と

い

う

こ

と

は

ど

う

い

う

こ

と

な

の

で

あ

ろ

う

か

。

そ

こ

で

は

、

神

は

ど

の

よ

う

な

質

の

も

の

と

し

て

在

る

こ

と

に

な

る

の

か

。

『

日

本

書

紀

』

景

行

紀

に

注

目

す

べ

き

記

述

が

あ

る

。

東

国

の

夷

を

追

討

す

る

こ

と

を

要

請

す

る

天

皇

の

詔

の

言

明

の

と

こ

ろ

で

あ

る

。

朕

聞

く

、

其

の

東

の

夷

は

、

識

性

暴

び

強

し

。

凌

犯

を

宗

と

す

。

村

に

長

無

く

、

邑

に

首

勿

し

。

各

封

堺

を

貪

り

て

、

並

に

相

盗

略

む

。

亦

山

に

邪

し

き

帥

在

り

。

郊

に

姦

し

き

鬼

有

り

。

衙

に

遮

り

徑

を

寒

ぐ

。

多

に

人

を

苦

し

び

し

む

。

（

中

略

）

卸

も

言

を

巧

み

て

暴

ぶ

る

榊

を

調

へ

、

武

を

振

ひ

て

姦

し

き

鬼

を

攘

へ

。

大

和

の

地

か

ら

見

て

「

東

の

夷

」

の

地

が

未

開

の

地

と

捉

え

ら

れ

て

い

る

こ

と

に

ま

ず

注

目

し

よ

う

。

そ

の

未

開

の

さ

ま

が

、

集

団

の

長

と

な

る

も

の

が

い

な

い

こ

と

、

境

界

を

守

る

意

識

が

な

い

こ

と

、

と

し

て

い

わ

れ

て

い

る

の

で

あ

る

。

こ

の

こ

と

は

、

権

力

集

中

度

が

稀

薄

で

あ

り

、

ま

た

境

界

の

枠

が

あ

る

こ

と

を

定

ま

り

と

し

て

世

界

に

身

を

置

く

意

識

も

稀

薄

で

あ

る

こ

と



を
示

す
。
そ
う
し
た
あ
り
方
は
、
こ
の
場
に
水
田
農
耕
以
前

の
移
動

民
の
世

界

が
あ
っ
た
こ
と
を
暗
示

し
て

い
る

が
、
モ

の
姿
は
大
和

の
世

界
か
ら

見
る

と
非
秩
序
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
の
点
に
着
眼
す
る
と
き

、
文
明

の
地
か
ら

見
て
非
文
明

の
地
に
神

が
住

ま
う
と
さ
れ
る
こ
と
は
、
神

概
念
を
考
え

る
上
で
特
質

と
す

る
に
足

る
一
項

な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
つ

ま
り

、
社

会
の
さ
ま
、
倫
理

の
さ
ま
は
多
様
で

変
異

が
あ
る
が
、
神

が
在
る
と
い
う
事
態
は
所

を
え
ら

ぱ
ず
普

遍
的

な
の
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
世

界
は
神
の
場

と
し
て
あ

る
、

と
い
う
こ

と
に

お
そ
ら
く
は
か
か
わ
る
が
、
と
す
る
と
、
そ
う
し
た
あ
り
方

と
し
て
在

る
神

と
は
ど
の
よ
う
な
存
在

な
の
か
、
と
い
う
こ

と
が
問
題
に

な
ろ
う
。
そ

の
こ

と
を
考
え
て

ゆ
く
際
表
徴

と
な
る
事
項

が
、
先

の
引
用

の
う
ち
に
二
点
あ

る
。

一
つ
は
、
神

が
山

に
い

る
と
述

べ
ら

れ
る
点
で

あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
文
末
、

神
に
対
す
る
の
に
「

言

を
巧
み
て
」

と
述

べ
ら

れ
る
点
で
あ

る
。
第
一

の
点

が
語
っ
て
い
る
の
は

、
神

の
在
り
場
所

は
人
間

の
領
域
か
ら
遠
い
、
と

い
う

こ
と
で
あ
る
。「
郊

に
姦
し

き
鬼
有
り

」
と

対
照

さ
れ
る
こ
と
は

そ

の
こ

と

の
一
つ
の
証
と
な
る
。
こ

の
、
神

が
人
間

の
領
域

か
ら
遠
く
在

る
、

と
い
う

特
徴
は
東
の
地
域

の
み

の
こ

と
で

あ
る
、
と
は
い
え
ま
い
。
こ
う
い
う
言
明

を
す
る
こ
と
は
、
言
明

を
す

る
側
の
神
観
が
そ
こ
に
投
影
し
て
い

る
、
と
考

え
ら

れ
る
か
ら
で
あ

る
。
こ

の
引
用

の
部
分

か
ら

も
そ
う
い
う
こ
と

が
い
え

る
が
、
記

紀
、
人

の
世

の
部
分

を
通

じ
て
神

の
遠
さ
の
感
覚
は
一
般
的

な
の

で
あ
る
。

な
ぜ
、
人
か
ら
遠
い
も
の

が
神
な
の
か
。
こ

の
点

を
考
え

る
こ
と
は

、
古

代
人

の
神
観

の
あ
り
方

を
究

め
る
作
業
と
し
て
き

わ
め
て
重
要
で
あ
る
、
と

私

に
は
思

わ
れ

る
。

神
は
遠
く
に
在

る
と
い
う
見
方

が
成
り

立
つ
前
提
に
は
遠
く
の
も
の
が
人

に
か
か
わ

る
も
の
と
し
て
在
る
、
と
い
う
感
じ
方

が
あ
る
必
要

が
あ
る
。
モ

の
感
じ
方

が
あ
る
と
こ
ろ
で
、
遠
く
の
も
の
は
人
に
微
妙
な
通
信
を
投
げ
か

け
る
も
の
と
し
て
位
置

づ
く
こ
と
に
な
る
の
だ
。
今
、
そ
の
微
妙
な
通
信
を

投
げ

か
’け
る
不

思
議
な
存
在
に
対

し
て
、
人
の
側
か
ら
与
え

た
名

が
神

と
い

う
名
辞
で
あ
っ
た
、
と
考
え
て
み

よ
う
。
人
か
ら
見
て
不
可
測

だ
が
、
た
し

か
に
遠
く
か
ら

見
え

ざ
る
メ

ッ
セ
ー
ジ
を
時
に
人
界
に
も
た
ら
す

存
在
の
集

合
体

が
神
と
い
う
言
葉
で
概
括
さ
れ
た
と
理
解
し
て
み

る
の
で

あ
る
。

そ
う
考
え

れ
ば
、
遠
い
存
在

、
考
え
能
う
限
り
遠
い
存
在

の
方

に
眼
を
向

け
る
視
法

が
な
い
と
こ
ろ
で

は
、
神
を
問
題
に
す
る
場

は
ま
っ
た
く
開
け
な

い
、
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
こ

の
点
は
、
現
代
の
視
法

の
枠

の
中
に
い
る
ま

ま
で
は
、
神
を
問

題
に
す
る
場

が
い
か
に
見
え
に
く
い
か
、
を
暗
示
す

る
こ

と
に
も
な
ろ
う
。

私

が
属
す
る
場

も
神

が
見
え

な
い
方

の
側
で
あ
る
に
ち

が
い
な
い
。
そ
こ

で
、
神
概
念
の
定
義
化

と
い
う
作
業
は
、
い
わ
ば
暗
号

の
解
読
を
す

る
に
等

し
い
こ
と
に
な
る
。
そ
の
、
暗
号
解
読
の
場
が
、
お
そ
ら
く
、
「
言
を
巧
み

て
」
と
い
う
か
か
わ
り
で
神
へ
の
対
応

が
語
ら
れ
て

い
る
地
点
だ
。

鬼
に
対
し
て
は
「
武
を
振
い
て
」
な
の
に
、
神
に
対
し
て
は
、
な
ぜ
、

「
言
を
巧
み
て
」
な
の

か
。
そ
こ
を
明
ら

か
に
す
る
こ

と
に
本
稿
の
枢
要
点

が
あ
る
。
二
つ
の
用
例
を
引

き
、
右

の
点
に
焦
点

を
据
え
て
考
え

て
み
る
。



九

年

の
春

二

月

に

、
足

仲

彦
天

皇

、

筑

紫

の
橿

日

宮

に

崩
り

ま

し

ぬ
。

時

に

皇

后

、
天

皇

の

御

の

教

に

從

は

ず

し
て

早

く

崩

り

た
ま

ひ

し
こ

と

を
傷

み

た
ま

ひ

て

、
以

爲

さ

く

、

祟

る
所

の
榊

を
知

り

て

、

財

賓

の
國

を
求

め
む

と
欲

す

。

是

を

以

て

、

群

臣

及

び

百

寮

に

命

せ

て

、

罪

を
解

へ
過

を

改

め
て

、

更

に

斎

宮

を
小

山

田

邑

に
造

ら

し

む

。

三

月

の

壬

申

の

朔

に

、

皇

后

、

吉

日

を

選

び

て

、

斎

宮

に
入

り

て

、

親

ら

榊

主

と
爲

り

た
ま

ふ

。則

ち

武

内

宿

禰

に

命

し

て
琴

撫

か

し
む
。
中
臣
烏
賊
津
使
主
を
喚
し
て
、
審
神
者
に
す
。
因
り
て
千
総
高

■
を
以
て
、
琴
頭
尾
に
置
き
て
、
■
し
て
日
さ
く
、
「
先
の
日
に
天

皇

に

教

へ
た

ま

ひ

し

は
誰

の

御

ぞ

。
願

は

く

は

其

の

名

を

ば
知

ら

む

」

と
ま

う

す

。

七

日

七
夜

に

逮
り

て

、

乃

ち

答

へ

て

日

は

く

、

「

御

風

の

伊

勢

國

の
百

傳

ふ

度

逢

縣

の

拆

鈴

五

十

鈴

宮

に

所

居

す

御

、

名

は

撞

賢

木

嚴

之

御

魂
天

疎

向

津

媛

命

」

と

。

亦

問

ひ

ま

う

さ

く

、

「
是

の

御

を

除

き

て

復

御

有

す

や

」

と

。

答

へ
て

日

は

く

、

「
幡

荻

穂

に

出

し

吾

や

、

尾

田

の
吾

田

節

の
淡

郡

に

所

居

る
榊

有

り

」

と
。

問

ひ

ま

う

さ
く

、
「
亦

有

す

や

」

と

。

答

へ
て

曰
は

く

、
「
天

事

代

虚

事

代

玉

籖

入

彦

嚴

之

事

代

御

有

り

」

と

。

問

ひ

ま

う

さ
く

、

「
亦

有

す

や

」

と

。

答

へ

て

曰
は

く

、

「

有

る
こ

と

無

き

こ

と
知

ら

ず

」

と
。

是

に

、

審

御

者

の

曰

さ
く

、

「
今

答

へ
た

ま

は

ず

し

て
更

後

に
言

ふ
と

と

有

し

ま

す

や

」
と
。

則

ち

對

へ
て

日

は

く

、
「
日

向

國

の

橘

小

門

の
水

底

に

所

居

て
、
水
葉
も
稚
に
出
で
居
る
榊
、
名
は
表

筒
男
・
中
筒
男
・
底
筒
男
の

榊
有
す
」

と
。
問
ひ
ま
う
さ
く
、
「
亦
有
す
や
」

と
。
答
へ
て
曰
は
く
、

「
有
る
こ
と
と
も
無
き
こ
と
と
も
知
ら
ず
」
と
。
遂
に
且
榊
有
す
と
も

言
は
ず
。
時
に
榊
の
語
を
得
て
、
敦

の
随
に
祭
る
。（
神
功
皇
后
紀
）

日
本
武
尊
、
更
尾
張
に
還
り
ま
し
て
、
即

ち
尾
張
氏
の
女
宮
簀
姫
を

娶
り
て
、
淹
し
く
留
り
て
月
を
踰
ぬ
。
是
に
、
近
江

の
五
十
葺
山
に
荒

ぶ
る
軸
有
る
こ
と
を
聞
き
た
ま
ひ
て
、
印
ち
剣
を
解
き
て
宮
簀
媛
が
家

に
置
き
て
、
徒
に
行
で
ま
す
。
膽
吹
山
に
至

る
に
、
山
の
榊
、
大
蛇
に
化

り
て
道
に
當
れ
り
。
爰
に
日
本
武
尊
、
主
榊
の
蛇
と
化
れ
る
を
知
ら
ず

し
て
謂
は
く
、
「

是
の
大
蛇
は
、
必
に
荒
ぶ
る
軸
の
使
な
ら

む
。
既

に

主
榊
を
殺
す
こ
と
得
て
ば
、
其
の
使
者
は
豈

求
め
る
に
足
ら

む
や
」
と

の
た
ま
ふ
。
因
り
て

、
蛇
を
跨
え
て

猶
行
で
ま
す
。
時
に
山

の
榊

、
雲

を
興
し
て
氷
を
零
ら

し
む
。
峯
霧
り

谷
噎

く
し
て
、
復
行
く

べ
き
路
無

し
。
乃
ち
棲
遑
い
て
其
の
跋
渉
ま
む
所

を
知
え
ず
。
然
る
に
霧
を
凌
ぎ

て
強
に
行
く
。
方
に
僅
に
出
で
る
こ
と
得
つ
。
猶

失

意
せ
る
こ
と
醉

へ
る

が
如
し
。
因

り
て
山

の
下

の
泉
の
側
に
居
し
て
、
乃
ち
其
の
水
を

飲
し
て
醒

め
ぬ
。（
景
行
天
皇
紀
）

遠
く
な
る
も
の
と
し
て
あ
る
神
は
、
通
常
は
無
限
大
に
離
れ
て
い
る
気
配

と
し
て
感
じ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
人

の
側
に
災
厄

が
生
ず
る
時
、
そ

れ

は
神

の
祟
り
の
訪
れ
に
よ
る
、
と
古
代
人
は
理

解
し

た
。
そ
う
理
解
し
な

け
れ

ば
事
態

が
事
態
と
し
て
あ

る
こ
と

を
了
解
し
が
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

神
功
皇
后
紀
の
記
述
は
祟
る
神

が
何
も
の
な
の
か
を
知
ろ
う
と
す
る
儀
礼



の
展
開

を
活
写

し
て

い
る
。
こ

こ
で

、
見
え

な
い
領
域
に
い
る
神

が
み
に
向

け
て
「
願

は
く
は
其

の
名

を
ば
知
ら
む
」
と
言
葉
を
投
げ
か
け

る
こ
と
は
、

不
可

解
な
事
態

、
意
味

の
折
り
目

が
な
い
事
態
に
分

節
点

を
与
え
よ
う

と
す

る
試
み
で

あ
る
。
神

の
名
が
分

節
点
な
の
だ
。
名
は
言
葉
で
あ

る
。
分
節
と

し
て

の
神

の
名

、
言
葉
で
囲

わ
れ
る
神

の
名
、
そ
れ

が
求

め
ら
れ
て

い
る
。

そ
れ
が
獲
ら

れ
れ
ぱ
不
如

意
な
事
態
が
生
じ

た
わ
け

が
意
味
化

さ
れ

る
の
で

あ
る
。

注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
よ
う
に
求
め
ら
れ
る
神
の
名
に
達
し
よ
う
と
す
る

営
み
を
す
る
の
も
ま
た
言
葉

に
よ
っ
て

、
で

あ
る
こ

と
で
あ

る
。
言
葉

と
い

っ
て
も
神
の
名
は
名
辞

で
あ
る
。
神

を
呼

ぶ
言
葉
は
述

べ
た
て

の
言
葉
で
あ

る
。
そ
の
違
い
は
あ
る
。
違
い
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
重
要
だ
ろ
う
。
そ
の

点
に
着
眼
し
つ

つ
、
こ

こ
で

言
葉
が
ど
の
よ

う
に
機
能
し
て
い

る
か
を
考
え

て
み

た
い
の
だ
。

言
葉
は
人
間

に
と
っ
て
内

な
る
も
の
で
あ
り

な
が
ら
同
時

に
外

な
る
も
の

で
あ
る
。
そ
う
定
義

し
て
み

よ
う
。
そ
し
て
更

に
、
言
葉

と
は
分

節
で

あ
る
、

と
も
い
っ
て
み

よ
う
。
神

の
名
を
知
り

た
い

と
訴
え

る
述

べ
た
て

は
内
心

の

欲
求
を
意
味

の
分
節

と
し
て

外
な
る
言
葉
に
し

た
の
で

あ
る
。
こ

の
場

合
の

言
葉

に
あ
っ
て

は
、
内

に
接

続
す
る
も
の
と
し
て
外

は
あ
る
。
そ
れ
に
対
し

て

、
名
辞

と
し
て
、

た
と
え

ば
「

榊
風

の
伊
勢
國

の
百
傳
ふ
度

逢
縣

の
拆
鈴

五
十
鈴
宮
に
所
居
す
榊
、
名
は
撞
賢
木
厳
之
御
魂
天
疎
向
津
媛
命
」
と
神
の

名
が
明

か
さ
れ

る
際

に
は
、
こ
の
言
葉

は
、
人

の
内

に
は
な
く
て

、
外
に
の

み

あ
る
も
の
で

あ
る
。

そ
の
点

に
眼

を
つ
け

る
時
、
問
答

の
過

程
で

、
途
中

及
び
最
後
に
、
「
有
る
こ
と
と
も
無
き
こ
と
と
も
知
ら
ず
」
と
い
う
言
明
か

な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
肝
腎
な
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
名
辞
と
し
て

分
節
化

さ
れ

る
に
至
ら

な
い
、
い
つ
ま
で
も
外
の
極
限
に
つ
な

が
る
神
の
領

域

が
広

び
ろ
と
あ

る
こ

と
を
暗
示

し
て
い
る
か
ら
だ
。
そ
の
点
に
拠
っ
て

立

っ
て
い
え

ば
、
人
に
と

っ
て
外
な
る
も
の
と
し
て
あ

る
も
の
で
あ
る
と
は
い

え
、
分
節
化
を
果
し
て
神
の
名
と
し
て
現
れ
た
名
辞
は
、
遙
か
遠
く
に
連
な

る
外
部

の
、

ほ
ん
の
僅

か
の
刻
み
目

か
ら

の
滲
出
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ

さ
て
そ
こ
で
、
神

が
己
れ
を
名
辞
化
し
て
示
す
、
と
い
う
事
態
に
含
意

さ

れ
て
い

る
の
は

ど
う
い

う
こ
と
な
の
か
、
を
更

に
つ
き
つ

め
て
考
え

て
み

よ

一
般
的
に
い
え

ば
、
言
葉
は
事
を
明
す
道
具
と
し
て
あ
る
、
と
い
う
こ

と

は
現
在
で
も
妥
当

し
よ

う
。
手

近
か
な
例
で
い
え

ば
、
こ
こ
で
の
文
章
も
、

当
面
問
題

に
し
て

い
る
事

を
明
す
た
め
に
用

い
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ

の
点

を
下
敷

き
に
お
い
て

、
こ
こ
で
の
事

例
に
つ
い
て
み
れ

ば
、
注
目
す

べ

き
は
、
こ

こ
で

は
、
言
葉

が
事

を
明
す
道
具

ど
し
て
二
層
に

お
い
て
使
わ
れ

て

い
る
点
で
あ

る
。
人

の
側
か
ら
神
の
名
を
知

る
こ

と
を
要
請
す
る
言
葉

と

し
て

、
が
一
層

。
神

の
側
か
ら
憑
依
者
を
通
し
て
名

を
明
す
言
葉
と
し
て

が

も
う
一

つ
の
層

。
今

、
問
題
に
し

た
い
の
は
、
こ

の
二
つ

の
層
の
言
葉
が
ど

う
い
う

質

の
差
位
を

備
え

る
の
か
、
で
あ
る
。

人
間

の
側
で

言
葉

が
ど
う

行

使
さ
れ
る
か
、
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え

て
み
よ

う
。
神

を
招

ぶ

た

め

に

「

斎
宮

」
が
つ
く
ら

れ
る
こ
と
に
ま
ず
注
目

し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
の



上
で
「

武
内

宿
禰
に
命
し
て
琴

撫
か
し
む
」
と
い
う
記
述
の
方
に
関

心
を
や

る
必
要

が
あ

る
。

シ
ャ
ー
マ
ン

が
働
く
場
面
で
こ
う
し
た
音
が
用

い
ら

れ
る

こ
と
は
常
套
と
い
っ
て

い
い
。
考
え

る

べ
き
は
、
そ
こ
で
音
が
な
ぜ
必
要
な

の

か
、
ど
う
い
う
質
の
音

が
必
要

な
の
か
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
琴
は
撥

音

の
弦
楽
器
で
あ
る
。
こ
の
音
の
響
き

の
特
色
は
糸
の
し
ま

っ
た
振
動
点
に

音
色

を
凝
縮
さ
せ
、
結
晶
さ
せ
な

が
ら

、
そ
の
さ
ま

に
お
い
て
は
じ

か
れ

た

音
を
外
に
響
か
せ
る
点
に
あ
る
。
こ
の
時
、
音
の
漂
う
境
域
は
、
あ

た
か
も

単
調

な
音
の
繰
り
返
し
の
う
ち
に
分
節
化

さ
れ

た
よ

う
な
場
に
な

る
。
別
の

比
喩

を
使
え

ば
、
混
沌
と
し
た
世
界

が
、
音

の
響
き
に
合
わ
せ
て
整
合
的
に

す

っ
き
り
と
割
り
算
さ
れ
て
割
り
き
れ
た
状
態
に
な
り

、
そ
れ
ゆ
え

そ
こ
は
、

透
き
通

っ
た
場

に
化

す
の
で

あ
る
。
「

斎
宮
」
と
し
て

つ
く
ら

れ
た
場

が
、

内
容

と
し
て
は
、
そ
う
し
た
状
態
に
変
容
す

る
よ
う
に
儀
礼

は
営
ま
れ
る
。

そ
う
し

た
状
態

が
場
に
出
現
す
る
よ
う
に
意
図
さ
れ

る
の
は
な
ぜ
な
の
か
。

事

の
次
第

の
細
部
に
眼
を
据
え

よ
う
。
織
物

を
琴
の
前
後
に
置
い
て
神
に
捧

げ

、
そ
こ
で
「
先
の
日
に
」
以
下

、
人
間

の
願
い
の
言
葉
が
述

べ
ら

れ
る
。

そ

の
こ

と
か
ら
神

が
言
葉

を
示
す

の
は
七
日
七
夜

の
の
ち
で
あ
る
。
こ
の
七

日
七
夜

の
間

、
琴

の
単
純
な
基
層
音

が
ず

っ
と
鳴
ら
し
続
け
ら
れ
た
、
と
考

え

る

べ
き
で

あ
る
。
そ
の
営
み
の
中
で
世
界

は
、
割
り
き
れ
る
透
明

な
場
に

な
り

つ
づ
け
る
。
世
界

が
祭
式
の
場
と
し
て
そ
の
よ
う
な
場

に
変
容

し
つ
づ

け

る
、
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ

と
か
。
一
つ
の
言
い
方
で
い
っ
て
み

れ

ぱ
、
さ
ま

ざ
ま
に
述

べ
た
て

が
可
能

な
、
曲
折
に
富

ん
だ
、
人
間
の
内
側
の

言
葉

が
働
き

を
や

め
、
そ
の
混
濁

さ
を
隠
し

は
じ

め
る
過
程

が
、
音
の
営

み

を
介
し
て
進
行
す

る
、

と
い
う
こ

と
な
の
で
は
な
い
か
。
人
間
の
必
要
に
し

た
が
っ
て
人
間
の
言
葉
で
一
つ
の
願
い
が
口

に
さ
れ
る
。
だ
が
、
そ
の
願

い

が
実
現
す

る
方
向
に
向
う

の
は
、
願
い
の
言
葉
、

―

願
い
に
お
も
む
か
ざ

る
を
え

な
い
不

如
意

の
心

の
あ
り
方

が
儀
礼
の
中
で
単
層
音
の
連
奏
の
う
ち

に
溶
け
人

っ
て
霧
散
し
て
し
ま
う
時
だ
。
そ
し
て

お
そ
ら
く
は
、
神

が
名
辞

と
し
て

の
己
れ

を
現
す

の
は
、
こ

う
し

た
条
件

に
お
い
て

な
の
で
あ
る
。

こ
こ

に
あ
る
二
層

の
言
葉

、
－

人
の
言
葉

と
神
の
言
葉
と
は
、
ど
の
よ

う
に
か
か
わ
る
の
だ
ろ
う

か
。

整
理

し
な
が
ら
考
え

を
つ

め
て
み
よ
う
。

述

べ
た
て
と
し
て
の
人

の
言
葉
は
、
誰

に
で
も
分
る
よ
う
な
意
味

が
託

さ

れ
て
い

る
。
そ
れ
は
、
儀
礼
の
中
で
単
律

の
音
の
連
続
の
う
ち

に
吸

収
さ
れ

る
。
そ
の
あ
と
に
、
共
通
の
了

解
の
あ
り
方
か
ら
す
れ
ば
意
味
不
明

に
近

い

名
辞

と
し
て
の
神

の
言
葉

が
出
現
す
る
。

こ

の
過

程
が
意
味
し
て
い

る
の
は
ど
う
い
う
こ

と
か
。

二
つ

の
ポ
イ
ン
ト

が
考
え
ら

れ
る
。

一
つ

は
音
の
問
題
。
内

と
外

と
を
貫
通
し
て

鳴
り
わ
た
る
の

が
音
の
特
質

で

あ
る
。
い
い
か
え
れ

ば
、
音
は
内
と
外
と
の
境

を
越
え

て
鳴
る
。
こ
の
場

面

に
即
し
て
み
れ

ば
、
単
調

な
弦
音
が
鳴
り
つ

づ
け
る
と
き
、
音
は
世
界

の

軸
音

と
な
っ
て

そ
こ
に
す

べ
て

が
吸
い
こ

ま
れ

る
。
そ
の
こ
と
を
先
に
は
、

世
界

が
透
明
に
な
る
、
と
い

っ
た
の
で

あ
る
。
人
間
の
側
の
こ
と
と
し
て

も

っ
と
も
重
要
な
こ
と
は
、
そ
の
と
き
、
人

は
外
部
に
向
け
て
自
分

を
全
開

放

す

る
こ

と
に
な
る
、
と
い
う
こ

と
だ
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。
別
の
い
い
方
を



す
れ
ば
、
そ
の
と
き
、
人

は
、
己

れ
と
し
て

は
空
虚

な
状
態

に
化

し
、
た
だ

外
部

の
音
の
受

容
体
と
し
て

存
在
す
る
こ
と
に

な
る
の
で
あ

る
。

そ
こ
で

第
二

の
ポ
イ
ン
ト
と
い
う
こ

と
に

な
る
が
、
こ
の

と
き

、
外
部
は

通
常
の
状
態
の
と
き
に
あ
る
外
部
と
は
変
容
し
た
も
の
と
し
て
顕
ち
現
れ
る

こ
と
に
な
る
。
通
常
の
状
態
に
お
い
て

は
、
人

の
領
域

に
向

け
て
絶
え

ず
働

き
か
け
は
し
て

い
る
も
の
の
、
そ
の
実
相

が
不

分
明
で

あ
る
の
が
外
部

が
外

部
と
し
て
あ
る
特
質
で
あ
る
。
そ
の
不
分
明

さ
に
向

け
て
何

と
か
納
得
で
き

る
枠
を
拡
げ
よ
う
と
し
て
、
人

は
さ
ま
ざ
ま

な
述

べ
た
て

を
試
み

る
の
で
あ

る
。
今
、
そ
の
述

べ
た
て

の
営
み

が
消
え
去

っ
た
と
こ
ろ
で
現
れ
る
外
部
と

は
ど
う
い
う
質
の
も
の
か
。
そ
れ
が
。
言
語

の
述
定
部

を
も

た
な
い

。
名
辞

だ
け
の
外
部

な
の
で

あ
る
。

考
え
て
み

よ
う
。

わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
外
部

と
は
基
本

の
と
こ
ろ
で
は
、

名
辞

と
し
て

あ
る
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。
外
部

に
対
し
て

さ
ま

ざ
ま

な
態
度

を
と
り

、
さ
ま
ざ
ま
な
述

べ
た
て

を
す

る
の
は

わ
れ

わ
れ
の
側

の
行
為

な
の

で
あ
っ
て

、
そ
の
行
為

が
介
在

し
な
い

と
こ
ろ

に
外
部

が
現

れ
る
と
し

た
ら
、

外
部

が
姿
と
な
る
の
は
名
辞
と
い
う
形

態
を
と
る
し
か
な
い
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。
そ
の
姿
は
、
意
味
化

す
る
以
前

の
、
神

秘
の
気
配

に
囲

ま
れ
た
も
の

と
し
て
内

実
を
示
す

だ
ろ
う
。

こ

の
よ
う
な
外
部

の
現
れ
の
構
造

は
神

が
名

と
し
て
身

を
示

す
事

態
と
密

接
に
か
か
わ
っ
て

い
る
。
い
わ
ぱ
、
名
辞
と
し
て
人

に
姿

を
示

す
外
部

の
あ

り

方
の
も
っ
と
も
基
本
的
な
原

型
は
、
名
辞

と
し
て
分

節
さ
れ
た
神

の
名
な

の
で

あ
る
。
遠
く
に
あ
る
外

な
る
も

の
を
、
人

は
身

を
空
ろ
に
し
て
招

き
よ

せ
、
現
れ
る
名
の
う
ち
に
、
外

な
る
も
の
の
働
き
か
け
の
姿

を
見
さ
だ
め
る

必
要

が
あ
る
。
そ
う
し
な
い
と
人
間
の
側
に
生
ず
る
事
態

に
人
は
解
決
を
与

え

る
こ

と
が
で

き
な
い
。
こ
う
し
て
、
い
わ
ば
純
粋
外
部

の
言
葉
と
し
て

の

神
名
を
呼

ぶ
た
め
の
儀
礼

が
演
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

景
行
天
皇
の
言
葉
の
う
ち
で
「
言
を
巧
み
て
暴
ぶ
る
神
を
調
へ
」
と
い
わ

れ
る
と
き
に
も
、
古
代

日
本
の
一
つ
の
場

に
培
わ
れ
た
、
右

の
次
第
の
、
世

界
に
か
か
わ
る
際
の
習
慣

に
思
い
を
や
る
見
方
が
投
影

さ
れ
て
い

る
と
考
え

る

べ
き

だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
は
じ
め
は
遠
く
の
未
知
で
あ
り
、
時
に
敵

対
者

と
し
て
こ

ち
ら

に
対

し
て
く
る
外

な
る
も
の
が
、
守
護
神
的
な
姿
に
転

ず
る
と
し
た
ら

、
二
重

の
層
の
言
葉
の
動

き
に
配

慮
す
る
道
筋

を
通
し
て
以

外

で
は
な
い
か
ら

で
あ
る
。

こ
う
し

た
観
点

に
立
っ
た
場
合
、
神
と
か
か
わ
る
言
葉
へ
の
配

慮
を
欠
い

た
か
た
ち
で
ふ
る
ま
っ
た
事
例
の
典
型
が
、
引
用

し
た
日
本
武
尊
の
場
合

、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
主
紳
の
蛇
と
化
れ
る
を

知
ら

ず
し
て
」
と
い
う

記

述
に
示

さ
れ
る
一
つ
の
無
知
が
、
結
局
は
、
旧
本
武
尊
に
災
厄

を
も
た
ら
す

の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
神
に
対
す
る
言
葉
の
領
域
に
向
け
て

Ｉ
顧
だ
に
さ

れ

る
こ
と

が
な
い
の
だ
。
神

な
る
も
の
が
人
間
に
向
け
て

荒
び
る
条
件
と
し

て
こ
れ
に
過
ぎ
た
る
場

は
な
い
、
と
い
え

よ
う
。

そ
う
考
え

る
と
き
、
興
味
深
い
の
は
、
こ
う
し
た
像
と
し
て
日
本
武
尊

が

な
ぜ
形

象
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
記
述
さ
れ

る
世
界
で
は
、

東
の
蝦
夷
の
み

な
ら
ず
、
西

の
熊
襲
を
も
征
討
し

た
英
雄
が

日
本
武
尊
な
の
だ
。
そ
の
末
路
に
一
つ
の
無
知
ゆ
え

の
悲
劇
が
描

か
れ
る
の



は
、
何

か
を
暗
示
し
て
い

る
の
か
、
い
な
い
の
か
。

注
目
す

べ
き
は
、
こ
の
部
分

の
記
述
者
の
書
き
ぶ
り
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、

無
知

な
の
は
日
本
武
尊
だ
け

な
の
で
あ
る
。
記
述
者
に
は
、
し
た

が
っ
て
読

者
に
は
、
日
本
武
尊
の
無
知

、
誤
解
、
錯
覚

が
全
部
見
え

る
よ
う
に
事
柄
は

書
か
れ
て
い

る
。
そ
の
点
で
は
、
記
述
の
場
に
も
、
こ
の
場

合
は
、
神
の
神

秘
の
気
配
は

な
い
の
で
あ

る
。

こ
の
指
摘
の
先
で
、
さ
ま

ざ
ま

な
解
釈
を
し
て
み

る
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ

う
。
日
本

武
尊
と
い
う
存
在

が
す
で
に
用
な
し
に
な
っ
た
こ
と
の
喩
を
こ
の

叙
述
に
み

る
七

と
も
で
き
よ
う
。
神
を
呼

べ
な
い
境
域

に
身

を
さ
ら

す
こ
と

に
な
る
戦
闘
者
の
悲
し
み
を
こ
こ
に
読
む
こ
と
も
で
き

よ
う
。
更

に
、
叙
述

の
中
で

す

べ
て

が
明
快

に
さ
れ
て

い
る
点
に
眼

を
据
え
て
、
人
間

の
側

の
述

べ
た
て

の
中
で

大
方

の
因
果

が
見
通
せ
る
と
思
え

る
よ

う
に

な
っ
た
視
法

が

成
立
し
た
、
そ
の
一
例
を
こ
こ
に
読
ん
で
み

る
、
と
い
う
方
向

も
成

立
し
よ

更

に
考
え
ら

れ
よ
う
ほ
か
の
解
釈
も
含
め
て

、
そ

れ
ら
の

ど
こ
か
に
身
を

寄
せ
る
こ
と
は
、
し
か
し
、
本
稿
の
さ
し
あ
た
っ
て

の
関
心
で

は
な
い
。
た

だ
、
右
の
日
本
武
尊

の
事
例
に
触
れ
た
と
こ

ろ
で
一
つ

の
こ

と
を
是
非
記

し

て
お
き
た
い
。

考
え

て
み

れ
ば
、
『
日
本
書
紀
』

の
人

の
世
の
部
分
で
の
神
に

か
か

わ

る

記

述
を
点
検

す
る
と
、
日
本
武
尊
の
場
合

の
よ

う
な
描

か
れ
方
は
か

な
り
多

い
の
で

あ
る
。

焦
点

と
し
て
定

め
た
い

の
は
、
記
載
者
に
と

っ
て
は
事
柄
の

全
貌
は
見
通
せ
て

お
り

、
事

態
に
未
知

な
の
は
当
事
者
だ
け
だ
、
と
い
う
事

例

と
し

て

こ

れ

が
あ

る
点

で

あ

る
。
こ

の
こ

と

は

、
お
そ

ら

く

『
日

本

書
記

』

を
記

述

す

る
際

の

記

述

枠

の

構

え

方

に

か

か

わ

っ
て

い

る
。

記

述

枠

と

し
て

あ

っ

た
の

は

、

過

去

と

し

て

み

な
さ

れ

る
世

界

を
述

べ

た
て

の

言

葉

の

う
ち

に

囲

い

こ

み

う

る
と

い

う

発

想

で

あ

っ

た
に

ち

が
い

な

い

。

そ

の

枠

の
傾

き

に

合

せ

て

、
了

解

で

き

な

い

部

分

は
了

解

で

き

る
傾

斜

の

方

に

叙

述

を
翻

訳

し

て

描

き

か
え

る
と

い

う

こ

と

が

行

わ
れ

た
可

能

性

は

あ

る

。

そ

こ

で

、

『
日

本

書

紀
』

の

話

の

か

な
り

の
部

分

は

、

わ

れ

わ

れ

の

述

べ
た

て

の
言

葉

で

読

み

か
え

て

も

、

あ

る
程

度
分

る
感

じ

が
す

る

も

の

と

し

て
残

さ

れ

る
こ

と

に

な

っ

た

の

か

も

し

れ

な

い

。

も
し

も

そ

う

い
え

る

な
ら

、
そ

う

し

た
叙

述

の
傾

き

と

、

一

つ

の

世

界

解
釈

を
含

ま

せ

う

る

も

の

と

し
て

神

話

の

世

界

を
冒

頭

に

お
き

、

そ
こ

か
ら

テ

キ

ス
ト

を
始

め

た

こ

と

と

は

無
関

係

で

は

な

い

だ

ろ
う

。

日
本

に

お

け

る
神

概

念

と
い

っ
て

も

、

そ

の

層

は
実

に

さ

ま
ざ

ま

な
の

で

あ

る
。

そ

の
う

ち

、

私

に

も

っ

と
も

興

味

が

あ

る

の

は
、

不

可

解

な

る
も

の

、

未

知

な

る
も

の

と
し

て

顕

ち

現

れ

る
こ

と

が

あ

る

（

そ

し
て

そ
の

多

く

は

名

辞

に

な

る
こ

と

が

な
い

）

神

の
面

で

あ

る
。

そ

の
面

に
更

な

る
探

り

を

い

れ

る

た

め
に

は

、

一

見

す

る

だ
け

で

は

分
り

に

く
い

叙

述

の

う

ち

に

何

度

も
身

を
沈

め
て

、

見

え

て

く

る
風

景

を
広

げ

て

ゆ
く

必

要

が
あ

ろ

う

。

本

稿

が
目

差

し

た

の

は

そ

の

試

み

の

一

端

で

あ

っ

た
。

（
１
）
　
『
日
本

書
紀
』
の
人
の
世
を
材
料
に
し
て
神
形

象
を
考
え
る
作
業

が
、
古
代

日
本

の
神
概
念
の
姿
に
近
づ
く
の
に
有
効
か
、

と

い
う
問
題
は
当

然

あ

る
。

「
日
本
書

紀
」
は
、
古
代

世
界

の
実
相
と
い
う
も
の
が
あ

る
と
す
れ
ば
、
そ
こ



が
ら
か
な
び
離
陸
し
た
と
こ
ろ
で
叙
述
が
な
さ
れ
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
し

か
し

、
実
相
と

い
う
も
の

が
あ

る
と

す
れ
ば
、

そ
れ
は
ど
ん
な

に
離
陸
し
た
場
所
に
も
影

を
落
す

も
の
で
あ

る
は
ず
で
あ

る
。
だ
か
ら

、
当
該

問
題
か
ら
か
け
離
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え

る
材
料

を
使
っ
て
実
相

を
射
当
て

る

こ
と
を
試
み

る
の
は
視
法
を
広

げ
る
意
味
で

必
要

な
営
み
た
、
と
私
は
考
え

る
。

『
日
本
書
紀
』
を
材
料
に
す

る
所
以
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
学
会
時
出

さ
れ
た
筧

泰
彦
氏
の
御
意
見
へ
の
お
答
え

と
し

て
も
記
し

た
。

（

２
）
　
岩
波
、
古
典
大
系
版
に
拠
る
。
振
仮
名

も
原
則
的
に
同
書

に
拠
っ
た
。
以
下

も
同
じ
で
あ

る
。

（

３
）
　
た
と
え
ば
、
の
ち
に
見
る
神
功
皇
后
紀
の
場
合

が
そ
の
一
例
証
と
な
ろ
う
。

問
題
は
そ
の
遠
さ
の
質
を
検
証
す
る
こ
と
た

が
、
本
稿
で
は
そ
の
点
は
充
分

な

し
え
て
い
な
い
。
後
考
に
委
ね
た
い
。

（

４
）
　
引
用
の
書
き
く
だ
し

の
中

で
は
読
み
が
違
う

が
、
原
文
は
い
ず
れ
も
「
有

無

之
不
レ
知
焉
」
。

（
５
）
　
神
の
名
と
い
う
も
の
は

、
そ
の
原
初
の
か
た
ち
を
考
え
て
み
れ
ば
、
ふ
と
し

た
風
の
訪

れ
の
よ
う
に
、
つ
な
が
り
の
中
の
裂
け
目
と
し
て
人
に
訪
れ
る
も

の

で
あ

っ
た

、
と
考
え
て
み
た
い
。
し
か
し

、
そ
の
名
は

、
の
ち
に
通
念
、
通
名

と

な
る
。

そ
の
先
に
そ
の
名
の
か
か
わ
り
か
ら
組

み
立
て
ら
れ
る
神
話
世
界

が

登
場
す

る
。

そ
う

み
た
場
合

、
神
話
世
界

が
登
場
し

た
場

に
馴
染
ん
だ
眼
で
人

の
世
の
叙
述
も
大
方
は

な
さ
れ
て

い
る
、
と

い
う
こ
と

が
い
い

た
い
の
た
。

（

の

ざ
き

・
も

り

ひ
で
　

日
本

倫

理
思

想

史

、
中

央

大

学

教

授

）
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