
〈
特
集
「
東
西
に
お
け
る
善
と
悪
」
２

〉

日
本
思
想
に
お
け
る
善
と
悪

―
―
『
古
事
記
』
神
話
の
場
合
―
―

日
本

に
お
け
る
善
・
悪

に
つ
い
て
論
述
せ
よ
と
い
う
の
が
論
者

に
与
え

ら

れ
た
課
題
で
あ
る
が
、
率

直
な
と

こ
ろ
、
論
者

の
力
量
不
足
も
あ

っ
て
、
一

義
的

か
つ
明
解
な
答
え

を
出
す

こ
と

が
で

き
な
い
こ
と
を
は
じ
め
に
お
こ
と

わ
り
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
だ
が
論
者

の
力
量
不
足
を
括
弧
に
入

れ
る
と
、
こ
の
課
題

に
は
、
次
の
よ
う
な
特
異

な
事
情
が
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
異

国
の
文
化
あ

る
い
は
思
想

に
お
け
る
善

・
悪

で
あ
れ
ば
、

そ
れ
は
、
よ
か
れ
あ
し
か
れ
我

々
に
と

っ
て
異
文
化

の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、

ま
ず
知
識
を
た
よ
り
に
し
て
、
つ
ま
り
知
識
の
か
た
ち
で
論
議
す
る
以
外

に

さ
し
あ
た
っ
て
途
は
な
い
。
い
い
か
え
れ
ば
知
識
と
い
う
か
た
ち
で
の
明

瞭

な
イ

メ
ー
ジ
を
も
つ
こ
と

が
で
き

る
。
と

こ

ろ

が
、
日
本
思

想

に

お

け

る

善
・
悪
と

な
る
と

、
日
本
思
想

の
な
か
で
当
事
者
と
し
て
生
活
し
て
い
る
我

我
に
と

っ
て
、
善

・
悪

は
、
い
わ
ば
皮
膚
感
覚
と
し
て
自
明

な
も
の
で
あ
る

と
い
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
い
い
か
え

れ
ば
知
識

の
か
た
ち
を
と
る
こ
と
の

佐
　
藤
　
正
　

英

な
い
善
・
悪

の
な
か
で
我

々
は
現
に
生
活
し
て
い
る
。
善
・
悪
は
知
識

の
か

た
ち

を
と
る
こ
と
に
は
馴
染
ま
な
い
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
い
わ
ね

ば

な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
こ
と

は
決
し
て
偶
然
で
は
な
く
、
む
し
ろ
善
・

悪

の
在
り
よ
う
の
本
性
に
関

わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

本
居
宣
長
は
、
日

本
に
お
い
て
は
異
文
化

の
学
問
た
ら

ざ
る
を
え
な
い
儒

学

を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
「
道
」
に
つ
い
て
次

の
よ

う

に
述

べ

て

い

る
。

「
ま
こ
と

は
道

あ

る

が

故
に
道
て
ふ
言
な
く
、
道
て
ふ
言

な
け
れ
ど
道
あ
り

し

な

り
け

り
」
（
『
直
毘
霊
』）
。
道
と
善

・
悪
と
で
は
、
事
柄
が
や
や
異
な
る

が
、
宣
長
は
、
日
本
思

想
に
お
い
て
道
は
儒
学
の
説
く

よ
う
な
知
識
の
か
た

ち
を
と
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
そ
の
こ
と

は
、
道
が
機
能
す

る
こ
と
に
関

し
て
障
害
と
は
な
ら
な
か
っ
た
、
と
い
う
。
や
や
論
争

的
に
な
り
す
ぎ
て
い

る
難

は
あ
る
が
、
道
あ
る
い
は
善
・
悪
に
と

っ
て
知
識

の
か
た
ち

は
必
須
で

は
な
い
と
い
う
宣
長
の
指
摘

は
、
傾
聴
せ
ら

る
べ
き
で

あ
ろ
う
。

悪と善るけおに想思本日
Ｑ
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知
識
の
か
た
ち
に
お
け
る
善
・
悪
と
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
、
善
と
は
為
さ

る

べ
き
道

徳
的
な
価
値
で

あ
り
、
悪
と

は
そ
の
欠
如
態
で
あ

る
、
と
い

っ
た

よ
う
な
、
手
元

の
哲
学
辞

典
の
類

い
に
見
出

さ
れ
る
定
義

に
よ

っ
て
イ

メ
ー

ジ
さ
れ

る
と
こ
ろ
の
善

・
悪
で
あ

る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
為
さ
る
べ
き
道
徳

的
な
価
値
は
、
幸
福
や
快
楽
あ

る
い

は
自
我

の
実
現
な
ど
の
目
的
の
内
容

に

よ

っ
て
定

め
ら
れ
る
か
、
ま
た
は
道
徳
法
則
や
律
法
あ
る
い
は
風
習

な
ど

の

法
則

に
従
う
義
務
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
か
、
の
二
説
に
分

れ
る
、
と
い

っ
た

定
義

に
よ
っ
て
イ

メ
ー
ジ
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
善
で

あ
る
。

知
識

の
か
た
ち
に
お
け
る
善
・
悪

は
、
こ
う
し
て
み

る
と
あ
ら
た
め
て
知

れ
る
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
西
欧
近
代

の
学
問

に
基
い
て
い
る
。
宣
長
の
時
代

に
、
知
識
の
か
た
ち
に
お
け

る
道

が
儒
学

に
基
い
て
い
た
の
と
似

た
事
情

が

見
出

さ
れ
る
と
い

っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
反
面

に
お
い
て
知
識

の

か

た
ち
に
お
け
る
善
・
悪

は
、
現

在
の
我

々
の
生
活

に
も
部
分
的
に
浸
透
し

て
い

る
こ
と

は
否
定
で
き

な
い
。
そ

れ
は
、
江
戸
時
代

に
お
け
る
知
識
の
か

た
ち

に
お
け

る
道
も
同
様
で
あ

っ
た
ろ
う

。
い
い
か
え
れ
ば
、
知
識
の
か
た

ち
に
お
け
る
善
・
悪

は
、
現
在

の
我

々
に
と

っ
て
、
た
ん
な
る
知
識

に
と

ど

ま
ら
ず
、
生
活

の
一
部
に
も
な

っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き

な
い
。

そ

う
し

た
事
情
も
手
伝
っ
て

、
日

本
思

想
に
お
け
る
善
・
悪

を
扱
う

に
際

し
て
、
ま
ず
知
識
の
か
た
ち
に
お
け

る
善
・
悪

を
考
え

、
そ
れ
を
規
準
と
し

て
論
議
を
展
開
し
が
ち
で
あ

る
し
、
そ

の
こ
と

に
さ
し
て
疑
念
を
挟

ま
な
い

こ
と

に
も
な
る
。
そ
れ

は
、
し
か
し
、
た
と
え
無
意
識

に
で
あ
れ
、
宣
長
の

指
摘
す
る
次
の
よ
う
な
在
り
よ
う
に
陥
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「

か
の
道

て

ふ

あ

る
漢
国

を
う
ら
や
み
て
、
強
て
こ
こ
に
も
道

あ
り
と
、
あ

ら
ぬ
こ
と
ど
も
を
い
ひ
つ
つ
争
ふ
」
（
同
右
）
。
つ
ま
り
、
西
欧
近
代
の
学
に

よ
る
知
識

を
羨

ん
で

、
そ
れ
に
類
す

る
も
の
を
見
出
し
て
喜

び
、
見
出
せ
な

い
と
い
っ
て
慨
歎
す
る
、
と
い

っ
た
よ
う
な
在
り
よ
う
で

あ
る
。

そ
こ
で
は
、
善
・
悪

が
そ

の
ま
ま
知
識

の
か
た
ち
に
置
き
換
え
ら
れ
て

お

り
ヽ
知
識
の
か
た
ち
に
お
け
る
善
・
悪
と
善
・
悪
そ
の
も
の
と
の
落
差
が
意

識
さ
れ
る
こ
と

は
な
い
。
い
い
か
え
れ
ば
善
・
悪
そ
の
も
の
に
つ

い
て

は
、

少
し
も
考
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
こ
と
が
気
付

か
れ
て
も
い
な
い
、
と
い

っ
て

い
い
で
あ
ろ
う
。
「
道
て
ふ
言

な
け
れ
ど
道
あ
り
し

な

り

け

り
」
と
い

う
前
掲

の
宣
長

の
言
葉
は
、
そ
の
点
を
衡

い
て
い
る
。

知
識
と
し
て
の
善
・
悪
を
括
弧
に
入
れ
ヽ
善
・
悪
そ
の
も
の
を
と
り
出
す

操
作
が
必
要
で

は
な
か
ろ
う

か
。
だ
が
そ
れ
は
如
何
に
し
て
可
能
で
あ
ろ
う

か
。
こ
こ
で

は
さ
し
あ
た

っ
て
、
善
・
悪

に
つ
い
て
の
可
能

な
か
ぎ
り
形

式

的
規
定
を
試
み

る
と
こ
ろ
か
ら
出
立
す

る
と
し
よ
う
。
す

な
わ
ち
善
・
悪

を
、

我

々
の
生
の
究
極
目
的
と
置
き
換
え

る
と
し
よ
う
。
折
口
信
央
の
言
葉
を
借

り
れ
ば
、
「
ひ
と
び
と
の
生
の
大
き
な
目
的
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

我

々
は
何
か
の
た
め
に
生
き
て

い
る
。
折
口
の
言
葉
遣
い
で
い
え

ば
、
そ

の
小
さ
な
目
的
は
対
象
的

に
捉
え
ら
れ
る
。
し
か
し

、
大
き
な
目
的

、
つ
ま

り
究
極
目
的
は
対
象
化
し
え
ず
、
従
っ
て
知
識
の
か
た
ち
に
な
り
難
い
。
知

識
の
か
た
ち
を
と

っ
た
も

の
に
接

す
る
と

、
異
和
感
を
抱

か
ず
に
は
い
ら
れ

な
い
。
知
識

の
か
た
ち
を
と

っ
た
も
の
は
、
ど
こ
か
で
小
さ

な
目
的
に
堕
し

４１



て

い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

今
日

の
我

々
に
と

っ
て
、
過
去
の
日
本
人

は
さ
ま

ざ
ま
な
究
極
目
的

を
抱

い
て
生
き
て
い
た
よ
う

に
見
え
る
。
い
い
か
え

れ
ば

さ
ま
ざ
ま

な
善
・
悪
の

観
念

を
抱
い
て
き
た
。
そ
の
多
様
性
を
一
挙

に
捉
え

る
こ
と

は
難
し
い
し
、

一
挙

に
捉
え
る
こ
と

は
さ
し
て
稔
り
の
あ
る
こ
と
と

は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ

こ
で
、
こ
こ
で
は
、
多
様
性
の
な
か

の
一
様
態

と

し

て
、
「
古
事
記
」
神
話

と
い
う
テ
ク
ス
ト
を
と
り
あ
げ
て
検
討
す

る
と
し
よ
う
。

『
古
事
記

』
神
話

に
お
け
る
「
善
」
と
い
う
名
辞
の
用
例
は
、
次
の
四
例

の
み
で
あ
る
。

（
１
）
…
…
伊
邪
那
岐
の
命
の
詔
ら
し
し
く
、
「
あ
が
身
は
、
成
り
成
り
て

成

り
余

れ
る
処
一
処
あ
り
。
か
れ
、
こ
の
あ
が
身

の
成

り
余
れ
る
処
を

も
ち
て

、
な
が
身

の
成

り
合
は
ざ
る
処
に
刺
し
塞
ぎ
て

。
国
土

を
生
み

成

さ
む
と

お
も

ふ
。
生
む
こ

と

い

か

に
」
。
伊
邪

那
美
の
命
の
答

へ
日

し
し
く

、
「
し

か
善
け
む
」
（
『
古
事
記
』
上
巻
）
。

（
２
）
…
…
天
照
大
御
神
聞
き
驚
き
て
詔
ら
し
し
く
、
「
あ
が
な
せ
の
命
の

上
り
来
ま
せ

る
ゆ

ゑ
は
、
必
ず
善
き
心

に
あ
ら

じ
。
わ
が
国

を
奪

は
む

と
お
も
ほ
す
に
こ
そ
」
と
の
ら
し
て
、
・
…
…
い
つ

の
男
建

び
踏
み
建
び

て
待
ち
問
ひ
た
ま
ひ
し
く
、「
何

の
ゆ

ゑ
に
か
上
り
来
ま
せ
る
」
（
同
右
）
。

（
３
）
し
か
し
て
塩
椎
の
神
の
云
ひ
し
く
、
「
あ
れ
、
い
ま
し
命
の
た
め
に
、

善

き
議

せ
む
」
と

い
ひ
て

、
す
な

は
ち
間
な
し
勝
間
の
小

船
を
作
り
、

…
…
（
同
右
）
。

（
４
）
こ
こ
に
、
答
へ
日
ら
し
し
く
、
「
あ
れ
、
先
づ
問
は
え
き
。
か
れ
、

あ
れ
先
づ
名
告
り
を
せ
む
。
あ
は
悪
事
も
一
言
、
善
事
も
一
事
、
言
離

の
神
、
葛
城
の
一
言
主
の
大
神
ぞ
」
（
下
巻
）
。

僅
か
四
例
と

い
う
数

の
少
な
さ
が
問
題
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
こ
と
は
さ
て

お
き

、
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、
和
辻
哲
郎
が

『
倫
理
学
』
に
お
い
て
、

日
本
語

の
「
善
」

に
ふ
れ
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
善
と

い
う
名
辞

は
、
一
般

に
ヨ
シ
と
い
わ
れ
て

い
る
現
象
の
な
か
か

ら
と
く

に
道
徳
的
意
味
に
お
い
て

ヨ
キ
場
合
の
み

を
選

び
出
し
て
適
用
し
て

お
り
、
福
や
徳
を
含
ま
な
い
。
そ

の
点
に
お
い
て
ｇ
ｏ
ｏ
ｄ
や
Ｂ
ｏ
ｎ
ｕ
m

な
ど
の

西
欧
語
と

は
異
な

る
、
と
和
辻

は
い
う
。

し
か
し
、
直
ち

に
知
れ
る
よ
う
に
、
『
古
事
記
』
神
話

と

い

う
テ

ク
ス
ト

に
関
す
る
か
ぎ
り
、
和
辻

の
主
張
と
は
逆

に
、
善
の
名
辞
は
、
正
義
と
い
っ

た
よ
う
な
道
徳
的
意
味
合
い
は
稀
薄
で
あ
り
、
む
し
ろ
ｇ
ｏｏ
ｄ
や

Ｂ
ｏｎ
ｕ
m

に

近
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
和
辻
の
主
張
が
妥
当
す
る
の
は
、
江
戸

時
代

以

降
の
テ
ク
ス
ト
に
関
し
て
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
ら
の
な
か
で
も
、
た

と
え
ば
西

田
幾
多

郎
『
善

の
研
究
』

に
お
け
る
善
の
概

念
は
、
福
や
徳
を
含

ま
な
い
と

は
断
言
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
以
上
の
四
例

は
、
善
と
い
う
名
辞

が
、
望
ま
し
い
、
好

ま
し

い
、
有
益
な

、
と
い

っ
た
ご
く
あ
り
ふ
れ
た
意
味
合
い
を
も
っ
て
い
る

こ
と

を
告
げ
て
い
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
す
で

に
宣
長
が
儒
学
に
お
け
る
善

と

の
対
比
の
か
た
ち
で
し
ば
し
ば
説
い
た
と
こ

ろ
で
も
あ
る
。

善
に
類
似
し
、
か
つ
相
応
す
る

と

こ

ろ

の
、
『
古
事
記
』
神
話
特
有
の
名

辞
と
し
て
、
宣
長
以

降
広
く
知
ら
れ
る
よ
う

に
な

っ
た
も
の
に
「
清
明
」

が

悪と善るけおに想思本日｣Ｏ１



あ

る

。

清
明

の
名

辞

の
用

例

は
、

ア

マ
テ

ラ

ス

・

ス

サ

ノ

ヲ
神

話

に
関

わ

る

次

の

二

例

の
み

で

あ

る

。

（
５
）
し
か
し
て
、
天
照
大
御
神
の
詔
ら
し
し
く
、
「
し
か
ら
ば
、
な
が
心

の
清

ぐ

明

き

は

、

い

か

に

し

て

か

知

ら

む
」
。

こ

こ

に
速

須

佐

之

男

の

命

の
答

へ

日

し

し

く

。
「
お

の

も

お

の

も

う
け

ひ

て

子

生

ま

む

」
（
上
巻
）
。

（
６
）
「
あ
が
心
清
く
明
し
。
か
れ
、
あ
が
生
め
る
子
は
手
弱
女
を
得
つ
。

こ

れ

に

よ

り

て

言

さ

ぱ

、
お

の

づ

か

ら

に
あ

れ

勝

ち

ぬ

」
と

云

ひ

て

…

…

（
同
右
）
。

い

ず

れ

も

ス

サ

ノ

ヲ

の
心

の
在

り

よ
う

に
ふ

れ

て

清
明

と

い

う

名

辞

が
用

い

ら

れ

て

い

る
こ

と

が
知

れ

よ
う

。
和

辻

が

『
日

本

倫

理
思

想

史

』

な

ど

で

日

本

思

想

に

お
け

る
清

明

心

の
道

徳

を

説

い

て

い

る
論

拠

は

、
以

上

の

二

例

に

あ

る
。

和

辻

は

、
こ

こ

か

ら

「
私

心

を
没

し
て

全

体

に
帰

依

し

、
ひ

と

つ

に

融

け

合

う

、

朗

ら

か

な

、
明

る

い

、
き

し
み

の

な

い
、

透

き

徹

っ
た

心

境

」

と

し

て

の
清

明

心

と

い

う
解

釈

を
引

き

出

し

て

い

る
。

し

か
し

テ

ク

ス
ト

に

即

す

る

か
ぎ

り
和

辻

の
論

議

に

は

や
や

無

理

が

あ

る
よ

う

に
思

わ

れ

る

。

細
か
い
論
証
は
省
く
が
、
（
５
）
、
（
６
）
は
、
清
明
心
が
あ
る
か
否
か
を
め
ぐ
っ

て

、

ア

マ
テ

ラ

ス
と

ス

サ

ノ

ヲ

が
子

生

み

と

い

う

か
た

ち

の

「

う

け

ひ

」

を

す

る

。

ス

サ
ノ

ヲ

は

「

う
け

ひ

」

に
勝

ち

、

清

明

心

を

も

っ
て

い

る

こ

と

が

証

さ

れ

る

、
と

い

っ
た

こ

と

を

語

っ
て

い

る

。

と

こ

ろ

が

、

そ

の

ス

サ

ノ

ヲ

が

次

の

よ

う

な
行

為

を

す

る
。

（
７
）
…
…
勝
さ
び
に
天
照
大
御
神
の
営
田
の
あ
を
離
ち
、
そ
の
溝
を
埋
み
、

ま

た

、
そ

の
大

嘗

聞

こ

し

め

す

殿

に

屎

ま

り
散

ら
し

き

。
一
一一
一
一一
天

照

大

御
神
は
と
が
め
ず
し
て
…
…
と
詔
り
直
し
た
ま
ひ
し
か
ど
も
、
な
ほ
そ

の
悪

し
き
態

止
ま
ず
て

転
あ
り
き
（
同
右
）
。

ス

サ
ノ
ヲ
の
悪
行

は
ま
す
ま
す
ひ
ど
く
な
り
、
ア

マ
テ
ラ
ス
は
つ

い
に
天

の
岩
屋
戸
に
籠
る
。
そ
し
て
次
の
よ
う
な
事
態
が
生
ず
る
。

（
８
）
こ
こ
を
も
ち
て
、
悪
し
き
神
の
音
狭
蠅
な
す
み
な
満
ち
、
万
の
物
の

妖
こ
と

ご
と
発

り
き
（
同
右
）
。

清
明
心

を
も
っ
た
ス
サ
ノ
ヲ
が
悪

を
も
た
ら
し
た
、
と
『
古
事
記
』
神
話

は
語

っ
て
い

る
。
こ

の
こ
と
を
ど
う
解
釈
す
べ
き
な
の
か
。
和
辻
の
論
議
は
、

こ
の
箇
所

に
立
脚
し
て
い
な
が
ら
、
肝
心
の
こ
の
こ
と

に
ふ
れ
て
い
な
い
。

宣
長
も
、
こ
の
テ

ク
ス
ト
に
手

を
焼
い
て
、
ス
サ
ノ
ヲ

は
「
う
け
ひ
」

の
と

き

は
清
明
心
を
も
っ
て

い
た
け
れ
ど
も
、
勝
っ
て
か
ら
は
心
奢
り
し
て

、
ふ

た
た
ぴ
も
と

の
本
性
で

あ
る
悪
心
（
＝
き
た
な
き
心
）

に
戻

っ
た
た
め
に
悪

行
を
為
し
た
の
だ
ろ

う
、
と
解
し
て
い
る
。

し
か
し
宣
長

の
解
釈

は
、
テ
ク
ス
ト
の
語

っ
て
い
る
と
こ
ろ

か
ら
す
る
と
、

如
何
に
も
不
自
然
な
印
象

を
免

れ
な
い
。
悪
行
を
為
す
の
は
悪
心

を
も

っ
て

い
る
か
ら
で
あ

る
、
あ

る
い

は
も
っ
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
、
宣

長
の
生
き
て
い
た
時
代
の
通
念
に
よ
っ
て
テ

ク
ス
ト
を
裁
断
し
て
い
る
か
ら

で
あ

る
。
テ

ク
ス
ト
が
語

っ
て
い
る
の
は
、
清
明

心
を
も

っ
た
ス
サ
ノ
ヲ
が

悪
行
を
為
す
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、
そ

こ

に

こ
そ

、
『
古
事
記
』
神
話
の
要

点
が
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
宣
長

は
、
清
明
心

を
も
つ
こ
と
と
悪
行

を
為
す

こ
と
と
は
無
関
係
で
あ
る
と
い
う
己
れ
の
信
念

を
述
べ
て

し
ま
っ
て

い
る
。



『
古
事
記
伝
』
以

後
の
諸
注
釈
も
、
大
方

は
、
こ

の
解
釈

の
域
を
出
て

い

な
い
と
い

っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
だ

が
、
こ

の
点
を
曖
昧
に
し
た
ま
ま
清
明

心

に
つ
い
て
論
ず
る
と
な
る
と

、
た
と
え
ば
私
心
を
没
し
て
全
体
に
帰

依
す

る
心

を
も
っ
た
ス
サ
ノ
ヲ
が
悪
事
を
為
し
、
高
天
原

か
ら
追
放
さ
れ
た
と
い

う
こ
と

に
も
な
り
か
ね
な
い
。
我

々
は
、
も
う
一
度

テ
ク
ス
ト
に
立
ち
戻

っ

て

、
『
古
事
記
』
神
話

の
語

っ
て
い
る
善
・
悪

を
捉
え
直

す
必
要

が
あ
ろ
う

。

論
者

は
、
こ

の
点

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て

い
る
。
清
明

心
は
、

和
辻

の
説
く
よ
う
な
も
の
で

は
な
く

、
ア

マ
テ

ラ
ス
や
ス
サ
ノ
ヲ
が
祀
っ
て

い
る
神
の
意
向
に
十
全
に
か
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
心
の
在
り
よ
う
を
意
味

す
る
。
つ
ま

り
、
自
ら

が
祀

っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
神

の
意

向
に
十
全

に
か
な

っ
て

い
る
心

の
在
り
よ
う
を
も
つ
ス
サ
ノ
ヲ
が
悪
行

を
為
す

、
と
語
ら
れ
て

い
る
の
で

は
な

か
ろ
う
か
。

悪
行

は
、
望
ま
し
く
な
い
、
好

ま
し
く
な
い
、
有
害

な
行
為
を
意
味
す
る
。

つ
ま
り
、
ス
サ

ノ
ヲ

は
、
ア

マ
テ
ラ
ス
に
よ

っ
て
整
序
せ
ら
れ
た
事
物
や
事

象
の
在
り
よ
う
に
反
す
る
行
為
を
為
す
、
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
（
１
）
か
ら

（
４
）
ま
で
の
、
望
ま
し
い
、
好
ま
し
い
、
有
益
な
も
の
と
し
て
の
善
は
、
い
わ

ば
ア
マ
テ
ラ
ス
に
よ

る
整
序
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て

い
る
、
と

い
っ
て
い

い
で
あ
ろ
う
。
整
序

に
対
応
す
る
『
古
事
記
』
神

話
内

の
言
葉

は
「
こ
と
む

け
や
は
す
」
で

あ
る
。
ア
マ
テ
ラ
ス
の
整
序
は
、
力
と
知
と
言
葉
に
よ
っ
て

も
た
ら
さ
れ
て

い
る
と
解

さ
れ
る
。

と

も
あ

れ
『
古
事
記
』
神
話
が
告
げ
て

い
る
の
は
、
悪

は
、
ア

マ
テ
ラ
ス

や

ス
サ
ノ
ヲ
の
祀

っ
て
い
る
神

か
ら
来

る
と
こ
ろ
の
事
態
で
あ

る
と
い
う
こ

と
で

あ
ろ
う
。
い
い
か
え
れ
ば
、
神

は
『
古
事
記
』
神
話
に
お
い
て
し
ば
し

ば
悪
神
と
し
て
現
れ
る
。
（
８
）
は
そ
の
一
例
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
な

例

も
見
出

さ
れ
る
。

（
９
）
…
…
「
も
し
、
天
の
若
日
子
、
命
を
誤
た
ず
、
悪
し
き
神
を
射
つ
る

矢

の
至
り
し
な
ら
ば
、
天
の
若

日
子

に
中
ら
ざ
れ
。
…
…
」
（
同
右
）
。

『
古
事
記
』
神
話
は
、
悪
の
背

後
に
神

の
存
在

を
見
て
い
る
。
悪
行
が
清

明

心
を
も
つ
ス
サ
ノ
ヲ
に
よ
っ
て
為

さ
れ

る
と
語
ら
れ
て

い
る
と
こ
ろ
に
端

的

に
現

れ
て

い
る
よ
う
に
、
悪

は
、
神
の
或
る
か
た
ち
で

の
顕
現
で
あ
る
。

（
1
0
）
「
天
皇
、
す
で
に
あ
を
死
ね
と
思
ほ
す
ゆ
ゑ
に
か
、
何
と
か
も
西
の

方
の
悪
し
き
人
等
を
撃
ち
に
遣
は
し
て

、
返
り
参
上
り
来
し
間
、
い
ま

だ
い
く
だ
も
あ
ら
ね
ば
、
軍
衆

を
賜

は
ず
て
、
今
さ
ら
に
東

の
方
十
あ

ま
り
二

つ
の
道

の
悪
し
き
人
等
を
平

ら

げ

に

遣

は

す
ら

む
。
・
…
…
」

（
中
巻
）
。

（
1
0
）
は
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
言
葉
で
あ
る
が
、
文
中
の
「
悪
し
き
人
」
は
「
伏

は
ぬ
人
」
つ
ま
り
天
皇
に
臣
従
し
な
い
ひ
と

び
と
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
整
序

の

枠
の
外
に
い
る
ひ
と

び
と
で
あ
る
。「
悪
し
き
人
」

は
。
ま
た
「
山
河

の
荒
ぶ

る
神
」
と

も
重
ね
ら
れ
て
語
ら
れ
て
も

い
る
。

と

す
れ
ば
悪

を
も

た
ら
す
神
と
は
何
か

。
こ
れ
も
多
く
の
論
証
を
要

す
る

が
、
論
者

は
、
お
よ
そ
以
下

の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
宣
長

の
指
摘
し
て
い

る
よ
う
に
、
悪

を
も
た
ら
す
神
は
本

性
上
な
ん
ら
特
別

な
神
で
は
な
い
。
よ

か
れ
あ
し
か
れ
神
そ

の
も
の
で

あ
る
。
神
と

は
、
ひ

と
び
と

の
生
の
大
き
な

目
的

、
つ
ま
り
究
極
目
的
を
実
体

の
か
た
ち
で
顕
わ
な
ら
し
め
る
も
の
で
あ

惡と善るけおに想思本日
７１



る
。
ア
マ
テ
ラ
ス
ス
サ
ノ
ヲ
は
、
そ
の
よ
う
な
神
を
祀
っ
て
い
る
。
神
は
、

『
古

事

記

』
神

話

に

お

い
て

は
実

体

を
現

す

こ

と

は

少

な

い

。

む

し

ろ

『
古

事

記

』
神

話

の

外
部

に

あ

っ
て

、
『
古

事

記

』

神

話

を

枠

づ

け

て

い

る
存

在

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ひ

と

び

と

の

生

の

究

極

目

的

は

、
と

き

に
神

と

し

て

実

体

の

か

た
ち

で

現

れ
・
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
多
く
の
場
合
、
ひ
と
び
と
に
と
っ

て

困

惑

さ
せ

ら

れ

る

よ
う

な

か

た

ち

の

現

れ

で

あ

る

。

そ

の
現

れ

を

、
力

と

知

と

言
葉

と
に

よ

っ
・
て

整

序

す

る
と

き

、

そ

こ

に

善

と

い

う

在

り

よ

う

が
生

れ
る
。
祀
る
こ
と
が
、
そ
の
ひ
と
つ
の
派
生
態
で
あ
る
こ
と
は
、
（
８
）
の
例
か

ら

も

知

れ

る

。
神

を

祀

る

ア

マ
テ

ラ

ス

の

は

た
ら

き

が

失

わ

れ

た

と

き

、
神

が

恣

に

実

体

の

か

た

ち
で

現

れ

、

悪

が
跳

梁

す

る

の
で

あ

る
。

『
古
事

記

』
神

話

は

、

神

が
そ

の
本

性

上

悪

で

あ

る
と

語

っ
て

い

る
の

で

は

な

い

。

神

は

、

あ

く

ま

で

ひ

と

び

と

の

生

の
究

極

目

的

の
実

体

と

し

て

の

か

た
ち

で
’あ

り

、

対

象

化

さ

れ
え

な

い

が

故

に

、
通

常

は
そ

の
姿

形

を
現

さ

な
い
。
ひ
と
び
と
に
と
っ
て
、
そ
れ
故
、
ど
こ
か
恐
ろ
し
い
も
の
、
つ
ま
り

ユ
ー
ト
ピ
ア
で
あ
る
と
と
も
に
ア
ン
チ
・
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
も
あ
る
よ
う
な
在

り

よ

う

を

つ

き

つ

け

る

も

の

で

あ

る

。
神

が

、
唐

突

に
無

媒

介

の

ま

ま

実

体

の

か

た

ち

で

現

れ

た
な

ら

、

ひ

と

び

と

は

、
多

く

の
場

合

、

奇

妙

な

は
な

し

で
あ
る
が
、
そ
れ
を
望
ま
し
く
な
い
、
好
ま
し
く
な
い
、
有
害
な
在
り
よ
う

と

捉

え

る

の
で

あ

る
。

『
古

事

記

』

神

話

に

お
け

る
悪

は

、

ひ

と

び
と

の

生

の
究

極

目

的

が
無

媒

介
に
、
実
体
の
か
た
ち
で
現
れ
る
在
り
よ
う
で
あ
る
。
他
方
善
は
、
そ
の
よ

う
な
直
接
で
、
ひ
と
び
と
の
手
に
お
え

な
い
在
り
よ
う
を
、
力
と
知
と
言
葉

に
ょ

っ
て
整
序
す

る
と
こ
ろ

に
生
れ
る
在
り
よ
う
で

あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、

実
体

の
か
た
ち
で
直
接

に
現
れ
た
、
ひ
と
び
と
の
生
の
究
極
目
的

を
時
間
の

な
か
で
展
開
さ
せ

、
和
ら
げ
、
媒
介
す

る
と
こ
ろ
に
生
ず

る
在
り
よ
う
で
あ

る
、
と

い
っ
て

い
い
で
あ
ろ
う
。

『
古
事

記
』
神

話
に
お
け

る
以

上
の
よ
う
な
善
・
悪

の
様
態
を
、
日
本
思

想
に
お
け
る
諸
時
代

の
テ
ク
ス
ト
に
お
け

る
善
・
悪

の
様
態
と
比

べ
る
な
ら

ば
、
第
一

に
善
と
悪
と
の
関
係

が
い
ま
だ
硬
直
し
て

お
ら
ず

、
相
互

の
緊
張

し
た
動
的
な
在
り
よ
う
に
お
い
て
き
わ
だ
っ
て

い
る
こ
と
、
第
二
に
善

が
い

ま

だ
流
動
的
な
、
生
き
生
き
し
た
相
対
性
を
帯
び
た
か
た
ち

に
お
い
て
捉
え

ら

れ
て
い

る
こ
と
、
第
三
に
善
に
比
べ
て
悪

の
方

が
、
無
媒
介
で

あ
る
だ
け

神

に
近

い
在
り
よ
う
と
し
て
捉
え

ら
れ
て
い
る
こ
と

、
つ
ま
り
ひ
と
び
と

の

生

の
究
極
目
的

の
実
体

の
か
た
ち
に
よ
り
近
い
も
の
で
あ

る
と
語
ら
れ
て

い

る
こ
と

、
の
三
点

を
主
な
特
質
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。

（
さ
と
う
・

ま
さ
ひ
で
、
日
本
倫
理
思

想
史
、
東
京
大
学
教
授
）
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