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侯
を

侵
陵

す
る

炎
帝
を

討
伐
し

て
、

天

下
を

平
定
し

た

の

で

諸
侯
は

軒
轅

氏
を
天

子
と
し

黄
帝
と

号
し
た

。

そ

の

後、

黄
帝
は

山

野
を

治
め

て

道

路

を

通
じ

区
画
を

設
け
て

百
郡
に

分

け
、

推
歩
暦
算
を

学
び
、

診
察
法
を

学

び
、

ま
た

黄
帝
み
ず
か
ら
七

情
・

十

義
の

倫
理
を
定
め

、

泰
山
に

登
り
封

禅
を

行
っ

た
。

巻
中
で

は
、

長
生

久
視
を
獲
ん

こ

と
を

願
っ

て

神
仙
を

求

め
て

蓬
莱
を
も

訪
ね

、

つ

い

で

天
を

圓
丘

に

祭
り、

さ

ら

に

王

屋
山
に

登

り
石
函
を

開
き
九
鼎
神
丹
経
を
得
て

、

神
丹
を

九
転
す
る

口

訣
を
玄

女
か

ら

受
け
た

と

述
べ

る
。

巻
下
で

は

先
ず、

黄
帝
は

「

天

皇
真
一

之

経
」

を

見
た
が

「

三
一

真
気
の

要
」

が

解
し

得
な
か

っ

た

の

で
、

こ

れ

が

釈
解
を

求
め

て

四

方
を

周
流
し

、

遂
に

峨

嵋
山
の

仙
宮
に
住
む

天

真
皇

人
に

会
っ

て
、

「

真
一

五

芽
之

文
」

す
な
わ

ち

「

真
一

之
道
」

を
盛
っ

た

文
を
授
か

り
、

か

く
し
て

黄
帝
は

九

鼎
の

丹
を

煉
り、

丹
が
成
り
こ

れ

を

服
し

て

昇

仙
す
る

（
天
仙）

。

　

篤
胤
の

著
述
の

意
図

　
（

こ
泰
一

小
子
の

名
を

南
宋
・

羅
泌
『

路
史
』

後
紀
・

炎
帝
（

神
農
）

紀
に

見
出
し、

こ

れ

を

少
毘
古
那

神
に

比
定
し、

さ
ら

に
、

伏
羲
を

大
圀

主

神
で

あ
る
と

し、

青
真
小
童

君
（

青
童
君）

は
、

そ
の

注
釈
に

よ

る

と

少
毘
古
那
神
（
少
彦
名
命
∀

に

相

当
す
る
と

も
い

う
。

黄
帝
に

「

真
一

之

道
」

を
盛
っ

た

文
を

授
け
た
九
天

真
王
は

実
は

青
童
君
に

ほ

か

な
ら

な
い

と
い

う
。

大
圀
主
神
は

「

扶
桑
君
と

称
す
る

東
王

父
」

で

あ

り、
「

此
は

疑
な
く
大
圀
主
ノ

神
の

御
事
を
訛

り
伝
へ

奉
れ

る
古
仙
の

遺
説
」

と
し

、

「

木
公
東
王
父

と
云

は

此
ノ

神
を

申
し
天

真
皇
人
も
此
ノ

神
の

所
使
な
ら

む
」

と

い

う
。

（
二
）

「

真
一

の

道
」

を

内
容
と

す
る

「

真
一

五

芽
之

文
」

の

経
文
を
峨
嵋
山
に

住
む
天

真
皇

人
か

ら
授
か

る
の

で

あ
る

が
、

こ

の

天

真
皇
人
と

は

実
は
青
童

君
に

ほ

か

な
ら

な
い

。

篤
胤
は

「

形
を

守
り
悪
を

却
く
は

、

則
ち
独
り

真
一

あ
る
の

み
」

（
葛
洪
『

抱

朴
子
』

地

真
篇）

を

引
用

し
解

説

す
る

。

こ

の

「

真
一

の

道
」

こ

そ
、

黄

帝
（
あ
る
い

は

篤

胤）

の

求
め

た

道
で

あ
ろ

う
か

。

（
三
）

唐
土
の

神
仙

界
の

神
々

は
、

「

神

仙
界
の

總

司
」

で

あ
る

大
圀
主

神
が

そ
の

御
子
を

派

遣
し
た

も
の

で

あ

り、

神
名
の

相
違
は

古
説
の

訛
伝
に

す
ぎ
な
い
。

所
謂
神
基
習
合
神
道
を

め
ぐ
る
一

考
察

　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
三

ツ

松
　
誠

　

石
田
一

良
に

よ

れ
ば
、

平
出
篤
胤
は

宣
長
の

古
学
神
道
を
キ
リ

ス

ト

教

と

習
合
さ
せ
、

一

神
教
的
・

来
世
教
的
で

倫
理
的
な
色
彩
を
持
つ

神
道
へ

と

変
貌
さ
せ

た
。

こ

れ

が
神
基
習
合
神
道
と

呼
ば

れ
る
も
の

で

あ
り

、

そ

の

議
論
は
一

部
門
人
に

は

引
き
継
が

れ
る

も
の

の
、

国
家

神
道
に

は
引
き

継
が
れ
な
か
っ

た

と

い

う
。

神
道
を

「

思
想
の

着
せ

替
え
人
形
」

と
呼
ん

で
、

そ
れ

ぞ
れ
の

時

代
の

最

新
思
想
を

身
に

着
け

て

き
た

も
の

と

見
倣

し、

そ
の
一

類
型
と

し

て

「

神
基
習
合
神
道
」

な
る

概
念
を

提
起
し

た

石

田
説

が
そ
の

ま
ま

広
汎
に

受
け
入
れ

ら

れ
る

も
の

か
ど

う

か
は

さ

て

お

き、

村
岡
典
嗣
に

お
け
る
発
見
以

来、

キ

リ
ス

ト
教
思
想
が
国

学
思
想
に

与
え
た
影
響
の

如
何
は
、

日
本
思
想
史
上

興
味
深
い

論
点
で

有

り
続
け
て

い

る

こ

と

は

間
違
い

が

な
い

。

本
報
告
は
、

こ

の

問
題
に

関
す
る

こ

れ
ま

で

の

議
論
の

方
向
性
を

概
観
す
る

と
と

も
に
、

今
後
の

可
能
性
に

つ

い

て

聊
か
の

私
見
を
述
べ

る

も
の

で

あ
る

。

　

議
論
の

出
発
点
に

あ
る
の

は
、

篤
胤
説
の

特
徴
を
来
世
的
信

仰
と
創
造

神
の

観
念
に

認
め
、

そ
れ
を
「

本
教
外
篇
」

に

お
け
る
漢

籍
の

天
主
教
教

理
書
受
容
を

根
拠
に
、

キ
リ
ス

ト

教
の

影
響
に

よ

る

も
の

と

見
た
村
岡
典

嗣
に

よ
る

議
論
で

あ
る
。

こ

う
し

た

篤
胤
や
そ

の

流
れ
を

汲
む

神
道
家
に
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村
岡
は、

「

我
が

国
の

思

想
史
上

頗
る

注

意
す
べ

き、

独
自
の

神
学

的
哲

学
的
思
索
の

試
み
や、

特

殊
の

思
想
的
発
展
の

歴
史
」

を

認
め
、

そ
こ

に

存
在
し

た

思
想
的
発
展
の

可
能
性
を
惜
し
ん

で

い

る
。

　

篤
胤
に

お

け
る

キ

リ
ス

ト
教
の

か
か

る
影
響
に

つ

い

て

は
、

そ
の

後
伊

東

多
三

郎
や

海
老
沢
有
道
ら
に

よ

っ

て

研
究
が

深
め

ら

れ
、

子
安
宣
邦
ら

に

至
る

こ

れ
を

強
調
す
る

研
究
の

流
れ

が
あ
る
一

方
で

、

三

木
正

太
郎
ら

の

よ

う
な
こ

れ
を

強

調
し
な
い

論

者
も
あ
っ

て、

立

場
が

分
か
れ

て

い

る
。

篤
胤
の

死

後
審
判
に

関
す
る

議
論
が

、

『

鬼
神
新
論』
・

『

霊
能
真
柱
』

と
、

「

本
教

外
篇
」

・
『

古
史
伝
』

と
で
、

相
違
が

あ
る
こ

と
が
、

こ

の

立

場
の

違
い

と

関
わ
っ

て

い

る
。

　
と
こ

ろ

が
近

年
、

平
田

家
資
料
の

調
査
に

基
づ

く
宮
地
正
人
や

吉
田

麻

子
の

研
究
が
登

場
し

、

篤
胤
に

お

け
る

西
洋
イ
メ

ー

ジ
の

再
評

価
や、

諸

本
検
討
を
踏
ま
え
た
テ

キ
ス

ト

分
析
の

必

要
性
が

意
識
さ
れ

る

よ

う
に

な

っ

た
。

篤
胤
学
に

お

け
る

キ

リ

ス

ト

教
の

影
響
も、

「

本
教

外
篇
」

の

諸

本
検
討
に

基
づ

い

て

研
究
を

進
め

る

べ

き
段
階
に

あ
る

よ

う
に

思
わ

れ

る
。

　

村
岡
は

ま

た
、

佐
賀

藩
の

南
里

有
隣
も

同

様
の

視

点
か
ら

論
じ
て

い

る
。

福
善
禍
淫
を
認
め
て

来
世
教
的
性

格
を

徹
底
さ

せ
、

ま
た

神
の

愛
を

強
調
し
た

有
隣
説
を、

宗

教
的
発
展
と

し
て

高
く

評
価
す
る

と

と
も
に

、

そ
の

背
後
に

や

は

り
キ

リ

ス

ト

教
思

想
の

影
響
を

見
た

。

そ
の

論

拠
が

「

神
理

十
要
」

に
お

け
る

プ
ロ

テ

ス

タ

ン

ト
教

理
書
『

天
道
溯

源
』

の

受

容
で

あ
る
。

　
そ
の

後、

戦
時
下
の

諸

研
究
は

有
隣
に

お
け
る
キ

リ
ス

ト
教
思
想
の

影

響
を

無
視
し

、

戦
後
の

吉
田
寅
に
よ
る

『

天
道
溯
源
』

受
容
の

実
証
も
有

隣
そ
の

も
の

を

論
じ
た

も
の

で

は

な
か
っ

た
。

長
い

研
究
の

停
滞
を
打
ち

破
っ

た
の

は、

前
田
勉
に

よ
る
、

有
隣
の

記

紀
注
釈
の

紹
介、

ま
た

「

神

理
十
要
」

と

『

天
道
溯
源
』

の

比

較
分

析
　
　
有
隣
に

受
容
で

き
な
か

っ

た

の

が
キ

リ
ス

ト
の

復
活
と

信
仰
義
認
論
で

あ
る

こ

と

が
明
ら

か
に
な
っ

た

　
　
で

あ
る

。

篤
胤

研
究
同
様、

資

料
調
査
に

基
づ

く
テ

キ

ス

ト
分
析

に
よ

っ

て

研
究
の

進
展
が

展
望
さ
れ
て

い

る
の

で

あ
る

。

　
そ
の

点
を
強
調
す
る
べ

く
最
後
に、

こ

れ
ま
で

存
在
が

知
ら

れ
て

こ

な

か
っ

た

有
隣
の

著
作
を

紹
介
し
た

。

堀
秀
成
の

思
想
と

行
動

平
田

派
国
学
者
の

視
点
か

ら

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

小
林
　
威
朗

　

本
発
表
は

明
治
維
新
以

後
、

宣
教
使
・

教
導
職
と

し
て

活
躍
し
た

堀
秀

成
に

つ

い

て
、

特
に

明
治
維

新
以

前
か
ら
の

連
続
性
に
注
意
を

払
い

な

が

ら
、

そ
の

思
想
と

行
動
を
明
ら
か

に
す
る
も
の

で

あ
る

。

　

先
行
研
究
を

概
観
す
る

と
、

ま

ず
膨
大
な
著
書
の

紹
介
す
る

も
の

が

あ

り
、

そ
の

後
河
野
省
三
に

よ
る

著
述
分
類
が
行
わ

れ

て

い

る
。

そ
の

後
の

研
究
は

そ
の

枠
な

い

で

研
究
さ

れ
て

い

る
よ

う
に

思
わ

れ

る

（

例
え
ば
、

講
釈
師
と

し
て

の

側
面、

和

歌
に

依
る

教
化
と

そ
の

内
容）

。

ま
た
近

年
、

錦
仁
に

よ

る

日
記
の

分

析
が
進
め
ら

れ

て
い

る
。

し

か

し
、

い

ず
れ

の

研

究
に

お

い

て

も
常
世
長
胤
が

『

神
教
組
織
物
語
』

に

お

い

て

述
べ

た
「

堀

氏
ハ

稚
キ

時
ヨ

リ

身
持
悪
キ

為
古

河
藩
ヲ

脱
シ

タ

ル

後
ハ

軍
談
ナ
ド
ヲ

セ

シ

人

ナ
レ

バ
、

講
義
ハ

ナ

レ

テ

上

手
ナ
リ
」

と
い

う
評
価
の

影
響
を
強

く

受
け
て

お

り、

こ

の

評

価
自
体
を

問
い

直
し
た

研
究
は

な
い

よ

う
に

思
わ

れ
る

。

ま
た
、

堀
の

思
想
の

根
幹
で

あ
る
と

考
え
ら

れ

る

古
典
解
釈
（
神

道
思

想
）

に

つ

い

て

も
言
及
し
て

い

る

研
究
は

管
見
の

限

り
見
当
た
ら

な

い
。
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