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ま
ず
は
言
霊
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
説
き
起
こ
し
た
い
。

　
我
々
日
本
人
は
、
古
来
、
言
霊
と
い
う
も
の
を
信
じ
て
き
た
。

　
言
霊
と
は
何
か
。

　
こ
の
言
葉
が
、
日
本
国
に
お
い
て
最
初
に
使
用
さ
れ
た
の
は
、
お
そ
ら
く

『
万
葉
集
』
で
あ
ろ
う
。
同
集
の
巻
第
五
、八
九
四
の
山
上
憶
良
の
歌
に
、

神か
み

代よ

よ
り
　
言
ひ
伝つ

て
来く

ら
く
　
そ
ら
み
つ
　
大や

ま
と和
の
国
は
　
皇す

め
か
み神

の
　
厳い

つ
くし
き
国
　
言こ

と
だ
ま霊
の
　
幸さ

き

は
ふ
国
と
　
語
り
継つ

ぎ
　
言
ひ
継
が
ひ

け
り
　
今
の
世
の
　
人
も
こ
と
ご
と
　
目
の
前
に
　
見
た
り
知
り
た
り

　
と
あ
る
。

　
ま
た
、
巻
第
十
三
、三
二
五
三
の
柿

か
き
の

本も
と
の

朝あ
そ
み臣

人ひ
と

麻ま

呂ろ

の
歌
に
、

あ
し

原は
ら

の
　
瑞み

づ

穂ほ

の
国
は
　
神か

む

な
が
ら
　
言こ

と

挙あ

げ
せ
ぬ
国
　
し
か
れ
ど

も
　
言
挙
げ
ぞ
我わ

が
す
る
　
言こ

と

幸さ
き

く
　
ま
幸
く
い
ま
せ
と
　
障つ

つ

み
な
く
　

幸
く
い
ま
さ
ば
　
荒あ

り

磯そ

波な
み

　
あ
り
て
も
見
む
と
　
百も

も

重へ

波な
み

千ち

重へ

波な
み

に

し
き
　
言
挙
げ
す
我わ

れ
は
　
言
挙
げ
す
我わ

れ
は

　
反
歌

磯し

城き

島し
ま

の
大や

ま
と和
の
国
は
言こ

と

霊だ
ま

の
助
く
る
国
ぞ
ま
幸
く
あ
り
こ
そ

　
と
も
あ
る
。

　
こ
の
日
本
国
は
「
言
霊
の
幸
は
ふ
国
」
で
あ
り
、
そ
の
日
本
国
に
住
む
人
々

や
、
想
い
、
生
活
や
文
化
を
、
そ
の
言
霊
が
守
っ
て
い
る
「
国
」
で
あ
る
と

言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
言
霊
に
は
、
呪
力
が
あ
る
。

　
ま
た
、『
古
今
和
歌
集
』
の
「
假
名
序
」
に
は
、

　
や
ま
と
う
た
は
、
ひ
と
の
こ
ゝ
ろ
を
た
ね
と
し
て
、
よ
ろ
づ
の
こ
と
の

葉
と
ぞ
な
れ
り
け
る
。
世
の
中
に
あ
る
人
、
こ
と
わ
ざ
し
げ
き
も
の
な
れ

ば
、
心
に
お
も
ふ
こ
と
を
、
見
る
も
の
、
き
く
も
の
に
つ
け
て
、
い
ひ
い

だ
せ
る
な
り
。
花
に
な
く
う
ぐ
ひ
す
、
み
づ
に
す
む
か
は
づ
の
こ
ゑ
を
き

け
ば
、
い
き
と
し
い
け
る
も
の
、
い
づ
れ
か
う
た
を
よ
ま
ざ
り
け
る
。
ち

か
ら
を
も
い
れ
ず
し
て
、
あ
め
つ
ち
を
う
ご
か
し
、
め
に
見
え
ぬ
鬼
神
を

も
、
あ
は
れ
と
お
も
は
せ
、
を
と
こ
女
の
な
か
を
も
や
は
ら
げ
、
た
け
き

も
の
ゝ
ふ
の
こ
ゝ
ろ
を
も
、
な
ぐ
さ
む
る
は
哥う

た

な
り
。

　
こ
の
う
た
、
あ
め
つ
ち
の
、
ひ
ら
け
は
じ
ま
り
け
る
時
よ
り
、
い
で
き

に
け
り
。

　
と
あ
る
の
で
あ
る
。

　
意
訳
し
て
お
こ
う
。

「〝
う
た
〞
と
い
う
も
の
は
、
ひ
と
の
心
か
ら
生
ず
る
も
の
で
、
こ
の
世
の

あ
ら
ゆ
る
生
命
は
〝
う
た
〞
を
作
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
存
在
な
の
で
あ
る
。

い
っ
た
ん
こ
の
世
に
生
じ
た
〝
う
た
〞
は
、
鬼
神
を
も
動
か
す
力
を
持
っ
て

お
り
、
こ
の
宇
宙
が
生
ま
れ
た
時
か
ら
〝
う
た
〞
は
あ
っ
た
│
│
」

　
こ
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
言
葉
に
は
呪
力
が
あ
る
。

　
こ
こ
に
お
い
て
ま
さ
に
「
言
霊
」
と
「
う
た
」
と
は
同
じ
も
の
な
の
で
あ
る
。

古
い
に
し
えの
聖
な
る
書
に
も
、

「
始
め
に
言
葉
あ
り
き
」

　
と
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
現
代
の
日
本
人
が
何
か
思
う
時
、
何
か
行
動
し
よ
う
と
す
る
時
、
そ
の
思

い
、
そ
の
行
為
は
、
ほ
の
か
に
縄
文
に
通
じ
て
い
る
。
我
々
の
持
っ
て
い
る

全
て
の
も
の
の
底
流
に
は
、
縄
文
が
あ
る
。

　
た
と
え
ば
、
縄
文
人
は
、
全
て
の
も
の
に
は
神
が
、
あ
る
い
は
霊
が
宿
っ

て
い
る
と
考
え
て
い
た
。
水
に
も
、
そ
こ
ら
の
石
に
も
、
木
に
も
花
に
も
虫

に
も
、
人
の
作
っ
た
道
具
に
も
、
時
に
人
の
心
が
作
り
出
す
か
た
ち
な
き
想

い
に
さ
え
、
そ
の
神
が
宿
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
た
。
我
が
日
本
国
に
、
こ

れ
ほ
ど
神
々
が
お
わ
し
、
こ
れ
ほ
ど
妖
怪
が
闊
歩
し
て
い
る
の
は
、
今
も
縄

文
的
感
性
が
我
々
個
々
の
精
神
や
、
社
会
、
文
化
の
中
に
残
っ
て
い
る
か
ら

な
の
で
あ
る
。

　
縄
文
の
神
と
い
う
の
は
、
言
霊
そ
の
も
の
で
あ
る
。

「
超
ひ
も
理
論
」、
あ
る
い
は
「
超
弦
理
論
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。

　
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
、
生
涯
求
め
て
得
ら
れ
な
か
っ
た
、
こ
の
宇
宙
の

全
て
を
語
る
こ
と
の
で
き
る
「
統
一
理
論
」
の
有
力
候
補
で
あ
る
。

　
ど
の
よ
う
な
理
論
か
。

　
そ
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
こ
の
宇
宙
の
最
小
単
位
は
、
点
（
粒
子
）
で
は
な

く
、
線
（
弦げ

ん

）
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
た
っ
た
一
種
類
の
「
ひ
も
」、

弦
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
絃い

と

」
が
物
質
の
最
小
単
位
で
あ
る
と
。
な
の
に
、
ど

う
し
て
、
こ
の
宇
宙
に
は
多
く
の
粒
子
が
存
在
す
る
の
か
。
そ
れ
は
、
こ
の

極
小
の
「
絃い

と

」
が
震
え
て
い
る
か
ら
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の

「
絃い

と

」
の
震
え
方
が
違
う
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
別
の
粒
子
で
あ
る
か
の
よ
う

に
見
え
る
だ
け
で
、
し
か
し
そ
の
実
体
は
、
た
っ
た
一
種
類
の
、
一
本
の

「
絃
」
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
の
絃
が
震
え
る
よ
う
に
、
こ
の
宇
宙
の
全
て
の

存
在
は
震
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
存
在
と
い
う
も
の
は

弦
楽
器
の
如
く
鳴
っ
て
、
鳴
り
響
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
宇
宙
は
音
楽
に
満
ち
て
い
る
」

武
蔵
野
坐
令
和
神
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こ
れ
が
、
比
喩
以
上
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。

　
こ
の
「
震
え
」
も
ま
た
、『
万
葉
集
』
や
『
古
今
和
歌
集
』
に
よ
れ
ば
、

「
言
霊
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
言
霊
の
大
神
は
、全
て
の
も
の
に
、音
楽
の
よ
う
に
宿
っ
て
い
る
と
言
っ
て

い
い
。

　
つ
ま
り
だ
。

　
こ
れ
は
、
言
霊
と
い
う
も
の
が
、
全
て
の
、
あ
ら
ゆ
る
神
の
原
形
で
あ
る

と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
。

　
物
語
は
、
時
空
を
旅
す
る
旅
人
で
あ
る
。

　
旅
の
乗
り
も
の
は
、
人
の
脳
だ
。

　
人
の
脳
は
、
物
語
を
作
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
物
語
を
作
る
た
め
に
、

人
の
脳
は
働
き
、
機
能
し
、
進
化
し
て
き
た
の
だ
。

　
た
と
え
ば
、
直
立
歩
行
を
は
じ
め
た
人
類
の
祖
が
、
あ
る
日
、
森
の
中
で

物
音
を
聴
い
た
と
す
る
。

　
こ
の
時
│
│

「
こ
れ
は
獣
が
自
分
を
背
後
か
ら
襲
っ
て
捕
食
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
」

　
そ
う
い
う
物
語
を
作
る
こ
と
の
で
き
た
脳
だ
け
が
、
生
き
の
び
る
チ
ャ
ン

ス
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
人
は
、
宇
宙
や
自
然
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
自
分
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
何

で
あ
る
か
、
そ
れ
が
何
者
で
あ
る
か
を
知
ろ
う
と
す
る
。
そ
の
行
為
が
物
語

と
な
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
は
物
語
を
作
り
、
神
話
を
作
る
。
そ
し
て
、

そ
の
物
語
や
神
話
を
他
者
と
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に

よ
っ
て
、
人
の
社
会
は
発
展
し
、
生
き
の
び
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
金
を
見
よ
。

　
お
金
と
い
う
も
の
を
持
っ
て
い
れ
ば
、
自
分
の
欲
し
い
も
の
と
交
換
で
き

る
と
い
う
物
語
を
、
多
く
の
人
間
が
共
有
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
こ
の
社
会

は
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
一
説
に
よ
れ
ば
、
ネ
ア
ン
デ
ル
タ
ー
ル
人
は
、
こ
の
物
語
│
│
神
話
を
多

く
の
人
間
の
あ
い
だ
で
共
有
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
。
せ
い
ぜ
い
が
、
家
族

単
位
で
の
共
有
ま
で
で
あ
っ
た
。
我
ら
新
人
類
は
、
千
人
、
一
万
人
、
百
万

人
、
国
家
単
位
で
、
ひ
と
つ
の
考
え
、
た
と
え
ば
宗
教
な
ど
と
い
う
物
語
を

共
有
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
ネ
ア
ン
デ
ル
タ
ー
ル
人
は

滅
び
、
我
々
人
類
は
生
き
の
び
た
の
で
あ
る
と
。

　
物
語
、
す
な
わ
ち
、
言
霊
の
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
し
て
│
│

　
こ
こ
が
重
要
な
の
だ
が
、
言
霊
と
い
う
の
は
、
つ
ま
り
、「
コ
ン
テ
ン
ツ
」

の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
武
蔵
野
の
地
は
、
縄
文
の
特
異
点
で
あ
る
。

　
日
本
海
側
か
ら
旅
を
し
て
き
た
神
が
、
糸
魚
川
の
姫
川
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
、

つ
ま
り
フ
ォ
ッ
サ
マ
グ
ナ
の
西
の
縁
に
沿
っ
て
移
動
し
て
諏
訪
の
地
に
至
り
、

そ
こ
か
ら
縄
文
ロ
ー
ド
を
東
へ
移
動
し
て
武
蔵
野
に
至
っ
た
。
そ
し
て
ま
た
、

太
平
洋
側
か
ら
は
、
別
の
縄
文
集
団
の
神
が
、
フ
ォ
ッ
サ
マ
グ
ナ
の
東
の
縁

に
沿
っ
て
移
動
し
、
こ
の
武
蔵
野
の
地
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、

こ
の
地
に
、
系
統
の
異
な
る
縄
文
の
神
が
出
会
う
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
わ
が
日
本
国
の
民
が
神
を
拝は

い

す
る
と
き
、
そ
の
対
象
は
虚う

つ
ろで

あ
っ
た
。
宇

宙
論
で
言
う
真
空
は
、
ゆ
ら
ぎ
に
よ
っ
て
神
の
お
わ
し
ま
す
豊
穣
な
る
虚う

つ
ろで

あ
る
と
わ
か
っ
て
い
る
。
古
来
、
わ
が
国
の
民
が
拝お

が

ん
で
き
た
の
は
、
御
神

体
で
は
な
く
、「
場
」
で
あ
っ
た
。
土
地
そ
の
も
の
、
何
も
な
い
大
地
そ
の

も
の
を
拝は

い

し
て
き
た
の
で
あ
る
。
信
州
の
生
島
足
島
神
社
が
そ
う
で
あ
り
、

九
州
の
宗
像
大
社
が
そ
う
で
あ
り
、
伊
勢
神
宮
で
も
ま
た
、
拝お

が

む
対
象
は
、

実
は
、
そ
こ
に
何
も
な
い
豊
穣
な
る
虚う

つ
ろ、

大
地
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
ス
サ
ノ
オ
は
荒
ぶ
る
神
で
あ
る
。
こ
の
神
が
哭
き
い
さ
ち
る
時
、
青
山
を

哭
き
枯
ら
し
、
海
を
も
哭
き
枯
ら
し
た
。

『
古
事
記
』
は
こ
の
様
子
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

八や
つ
か拳

須ひ
げ

心む
な

前さ
き

に
至
る
ま
で
啼な

き
い
さ
ち
き
。
そ
の
泣
く
状さ

ま

は
、
青
山
は

枯か
ら

山や
ま

如な

す
泣
き
枯
ら
し
、
河か

は

海う
み

は
、
悉

こ
と
ご
とに
泣
き
乾ほ

し
き
。
こ
こ
を
も
ち
て

悪
し
き
神
の
音
な
ひ
、
さ
蠅ば

え

如な

す
皆み

な

満み

ち
、
万よ

ろ
づの

物
の
妖

わ
ざ
わ
ひ

悉こ
と
ご
とに

発お
こ

り
き
。

　
哀
し
み
の
王
ス
サ
ノ
オ
の
ゆ
く
時
、
大
地
は
響と
よ

み
、
激
し
く
震
撼
し
た
。

　
ス
サ
ノ
オ
は
ま
た
、
旅
す
る
神
に
し
て
、
闘
う
神
で
あ
り
、
来
訪
神
に
し

て
、
大
地
に
五
穀
を
生
む
豊
穣
の
神
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
も
の
の
け
の
王
に

し
て
、
悪
龍
と
闘
う
物
語
の
王
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ス
サ
ノ
オ
は
言
霊
の
王

に
し
て
コ
ン
テ
ン
ツ
の
王
な
の
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
ス
サ
ノ
オ
が
お
作
り
に
な
っ
た
和
歌
、

　
八
雲
立
つ
　
出
雲
八
重
垣
　
妻
ご
み
に
　
八
重
垣
作
る
　
そ
の
八
重
垣
を

　
は
、
こ
の
日
本
国
に
生
ま
れ
た
最
初
の
コ
ン
テ
ン
ツ
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
武
蔵
野
の
地
に
、
出
雲
の
神
ス
サ
ノ
オ
と
、
伊
勢
の
神
ア
マ
テ
ラ
ス

を
お
ま
ね
き
し
た
時
、
こ
れ
を
寿こ

と
ほぎ

、
鳳
と
凰
の
霊
鳥
が
天
よ
り
飛
来
し
て

こ
の
地
で
舞
い
踊
っ
た
。
こ
の
鳳
凰
を
守
り
と
な
し
、
癒い

や

し
の
神
、
産む

す

び
の

神
、
コ
ン
テ
ン
ツ
の
神
々
を
合
わ
せ
、
そ
れ
を
言
霊
の
大
神
と
し
て
こ
の
令

和
神
社
に
お
ま
つ
り
も
う
し
あ
げ
る
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
ま
こ
と
に
意
義
深

き
こ
と
な
の
で
あ
る
。

武蔵野坐令和神社


