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資

料

皇
學
館
論
叢

第
四
十
八
巻
第
六
号

平

成

二

十

七

年

十

二

月

十

日

村
上
忠
順
の
神
道
説

中

澤

伸

弘

□

要

旨

三
河
の
歌
人
で
国
学
者
と
し
て
著
名
な
村
上
忠
順
の
︑
明
治
初
期
の
神

道
説
を
二
つ
紹
介
す
る
︒
こ
れ
は
未
刊
の
ま
ま
世
に
知
ら
れ
ず
に
あ
つ
た

も
の
で
あ
る
︒
一
つ
は
三
條
教
則
の
衍
議
書
で
あ
る
﹃
三
條
教
憲
﹄
で
あ

り
︑
二
つ
は
神
道
事
務
局
か
ら
の
依
頼
を
受
け
て
書
い
た
﹁
原
教
﹂﹁
神

魂
ノ
説
﹂﹁
幽
顕
ノ
説
﹂﹁
除
過
祓
除
ノ
説
﹂﹁
神
随
ノ
説
﹂
の
五
説
で
あ
る
︒

内
容
は
古
典
に
拠
つ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
当
時
の
神
道
説
を
越
え

る
も
の
で
は
な
い
が
︑
維
新
後
の
忠
順
の
神
道
を
奉
じ
る
立
場
の
考
へ
が

伺
は
れ
る
も
の
で
興
味
深
い
も
の
で
あ
り
︑
当
時
の
資
料
と
し
て
も
貴
重

な
も
の
と
言
へ
る
︒

□

キ
ー
ワ
ー
ド

村
上
忠
順

教
導
職

三
條
教
則

神
道
事
務
局

教
化

一

幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
生
き
た
三
河
の
歌
人
で
国
学
者
で
あ
つ
た
村

上
忠
順
は
︑
維
新
以
降
そ
れ
ま
で
の
和
歌
の
考
証
︑
類
題
の
和
歌
集
の
編

纂
と
は
ま
た
別
の
︑
神
道
関
係
の
活
動
に
傾
倒
し
た
︒
尤
も
こ
の
時
期
に

生
き
た
大
方
の
国
学
者
と
称
さ
れ
る
人
物
が
︑
維
新
後
に
そ
の
や
う
な
活

動
を
少
な
か
ら
ず
も
展
開
し
た
の
で
あ
つ
て
︑
そ
れ
は
忠
順
だ
け
が
特
異

で
あ
つ
た
と
言
ふ
も
の
で
も
な
く
︑
彼
の
行
動
も
歴
史
の
し
か
ら
し
む
る

も
の
で
︑
ま
た
そ
の
一
端
で
あ
つ
た
︒
し
か
し
な
が
ら
忠
順
は
徳
川
時
代

に
お
け
る
歌
人
︑
和
歌
考
証
と
言
つ
た
評
価
に
重
き
が
お
か
れ
︑
神
道
関

係
に
つ
い
て
は
さ
ま
で
知
ら
れ
て
は
ゐ
な
い
状
況
で
あ
る
︒

本
稿
は
忠
順
の
維
新
以
後
の
神
道
に
関
す
る
未
発
表
の
著
作
に
注
目
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し
︑
彼
の
こ
の
時
期
の
神
道
説
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
︑
そ
の
活
動
の
一

端
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
︒

二

維
新
以
後
︑
忠
順
の
神
道
的
な
活
動
と
し
て
は
︑
村
上
家
の
神
葬
祭
へ

の
変
更
が
あ
つ
た
︒
早
速
︑
明
治
三
年
八
月
︑
檀
家
で
あ
る
尾
州
沓
掛
の

正
福
寺
か
ら
宗
旨
一
札
改
め
の
書
き
出
し
が
あ
つ
た
が
︑
忠
順
は
こ
れ
に

応
じ
ず
︑
八
月
十
六
日
に
催
促
を
受
け
て
ゐ
る
︒
神
葬
祭
へ
の
変
更
を
意

識
し
て
の
こ
と
で
あ
ら
う
︒
初
期
に
は
﹁
神
葬
﹂
で
は
な
く
︑﹁
自
葬
﹂

の
語
を
用
ゐ
て
ゐ
る
が
︑
何
に
せ
よ
寺
院
か
ら
の
離
檀
を
目
的
と
し
た
の

で
あ
る
︒
そ
し
て
十
月
に
は
離
檀
の
届
け
を
使
者
を
遣
は
し
て
出
し
て

ゐ
る
︒一

簡
拝
呈
寒
冷
之
節
御
寺
内
益
御
多
祥
奉
察
上
候

陳
者
多
年
御
懇

情
ニ
相
成
候
処

今
般
王
政
復
古

御
一
新
ニ
付
致
離
旦
候
段
申
入

度
如
此
段

以
上

十
月
十
九
日

尚
々
宗
旨
証
文
雛
形
曹
源
寺
送
一
札

此
モ
ノ
ニ
御
か
へ
し
可
申
候

こ
の
こ
と
は
藩
の
少
参
事
日
高
浩
蔵
に
も
進
言
し
て
あ
つ
て
︑﹁
兼
而

御
願
被
成
候
神
葬
祭
之
儀

以
来
御
勝
手
次
第
可
被
成
候
﹂
と
の
返
事
を

得
て
ゐ
た
︒
但
し
︑
こ
の
と
き
神
葬
と
す
べ
き
な
ら
何
れ
か
の
神
職
に
依

頼
す
る
こ
と
が
条
件
で
︑
そ
れ
が
関
与
し
な
い
自
葬
は
認
め
ら
れ
な
か
つ

た
︒
よ
つ
て
忠
順
は
池
鯉
鮒
︵
知
立
︶
神
社
の
永
井
左
京
に
そ
の
こ
と
を

依
頼
し
︑
十
二
月
六
日
に
神
葬
祭
願
を
出
し
︑
家
族
一
同
の
葬
儀
を
神
葬

祭
に
改
め
た
の
で
あ
つ
た
︒

今
般
神
葬
祭
奉
願
候
処
早
速
願
之
通
被
仰
付
難
有
仕
合
ニ
奉
存
候

池
鯉
鮒
驛
社
人
永
井
左
京
相
願
候
間
此
段
御
届
申
上
候

十
二
月
六
日

村
上
承
卿

忠
順
の
日
記
︵
村
上
家
蔵
︶
に
よ
る
と
十
二
月
五
日
条
に
﹁
自
葬
祭
ノ
タ

メ
︵
虫
損
︶
﹂
と
あ
り
︑
虫
損
の
と
こ
ろ
が
定
か
で
は
な
い
も
の
の
︑
何

か
し
ら
の
動
き
が
あ
つ
た
こ
と
が
分
か
る
︒
翌
六
日
条
に
﹁
チ
リ
フ
永
井

左
京
﹂
の
所
へ
行
つ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
ゐ
る
の
は
こ
の
神
職
の
依
頼
の

傍
証
と
な
ら
う
︒

村
上
家
の
墓
所
は
邸
宅
と
道
を
隔
て
て
隣
接
し
て
を
り
︑
寺
院
の
墓
所

内
に
な
い
こ
と
が
神
葬
祭
へ
の
切
り
替
へ
に
幸
ひ
し
た
の
で
あ
ら
う
︒

こ
の
少
し
前
の
八
月
十
五
日
に
宣
教
使
に
任
じ
ら
れ
て
ゐ
る
︒

為
宣
教
使
東
京
江
被
差
出
候
御
含
ニ
付

此
段
心
得
可
申
事

但
日
限
之
義
ハ
追
而
被
命
候
節
相
達
可
申
事

八
月
十
五
日

議
行
局

翌
十
六
日
の
忠
順
の
﹃
座
右
録
﹄
に
は
刈
谷
藩
に
出
仕
し
た
の
ち
﹁
宣

教
使
御
布
告
竝
教
諭
書
︑
一
見
の
上
御
う
け
し
て
か
へ
る
﹂
と
あ
る
︒

宣
教
使
と
は
︑
維
新
後
に
諸
事
祭
政
一
致
の
方
針
で
神
祇
官
を
特
立
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し
︑
神
な
が
ら
の
道
を
治
国
の
根
本
に
据
ゑ
た
こ
と
に
よ
り
︑
そ
れ
を
国

民
に
教
授
す
る
為
の
役
で
あ
り
︑
開
国
に
伴
な
ひ
︑
基
督
教
の
流
入
を
危

惧
し
︑
そ
れ
を
以
て
防
禦
せ
ん
と
の
企
図
で
明
治
二
年
の
九
月
に
そ
の
職

制
が
定
め
ら
れ
て
ゐ
る
︒
忠
順
は
明
治
三
年
の
八
月
に
そ
の
職
に
任
じ
ら

れ
て
ゐ
る
が
︑
当
時
の
忠
順
の
学
識
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
ゐ
よ

う
︒
後
に
も
述
べ
る
が
こ
れ
よ
り
先
の
明
治
三
年
の
正
月
に
政
府
は
﹁
大

教
宣
布
の
詔
﹂
を
出
し
︑
こ
れ
に
則
し
て
宣
教
使
の
役
割
も
明
確
と
な
つ

た
の
で
あ
る
︒
然
し
な
が
ら
︑
老
齢
に
よ
つ
た
の
か
︑
東
京
行
き
を
拒
ん

だ
の
か
︑
理
由
は
定
か
で
は
な
い
が
︑
翌
四
年
二
月
に
宣
教
使
を
免
ぜ
ら

れ
て
ゐ
る
︒
こ
の
年
に
忠
順
は
六
十
歳
を
迎
へ
て
ゐ
た
︒
と
は
言
へ
︑
こ

の
宣
教
使
の
職
制
も
こ
の
年
の
八
月
に
神
祇
官
が
廃
止
と
な
り
神
祇
省
と

な
つ
た
時
に
廃
止
さ
れ
た
の
で
あ
り
︑
そ
れ
は
忠
順
の
免
ぜ
ら
れ
た
あ
と

五
ヵ
月
も
経
た
な
い
時
期
の
出
来
事
で
あ
つ
た
︒

ま
た
五
年
九
月
十
四
日
に
は
額
田
県
か
ら
住
居
の
あ
る
堤
村
の
神
明
宮

の
祠
官
に
任
命
さ
れ
て
ゐ
る
︒
そ
の
辞
令
に
は
﹁
三
河
国
碧
海
郡
堤
村
神

明
宮
祠
官
申
付
候
﹂
と
あ
る
︒
県
庁
で
辞
令
を
受
け
取
つ
た
忠
順
は
配
下

の
祠
掌
を
一
二
人
選
ぶ
由
を
言
は
れ
た
︒
其
の
人
材
は
﹁
三
条
目
教
諭
ス

ベ
キ
任
ニ
タ
ヘ
タ
ル
人
ヨ
ロ
シ

区
内
ニ
ナ
ク
バ
イ
ヅ
ク
ヨ
リ
撰
挙
ス
ル

モ
可
ナ
リ
﹂
と
言
ふ
条
件
が
あ
り
︑
堤
村
の
宮
本
穂
積
︑
竹
村
の
鈴
木
三

平
の
両
人
を
祠
掌
と
定
め
て
︑
届
け
出
て
ゐ
る
︒﹁
三
条
目
﹂
と
は
こ
れ

も
後
に
触
れ
る
三
條
の
教
則
の
こ
と
で
あ
る
︒
忠
順
は
こ
れ
に
よ
り
神
職

と
言
ふ
立
場
に
な
つ
た
の
で
あ
り
︑
自
ら
神
葬
祭
に
関
与
で
き
る
立
場
に

な
つ
た
と
も
言
へ
る
︒
忠
順
に
は
神
職
と
し
て
の
活
動
を
綴
る
﹃
祠
官
日

記
﹄
が
四
冊
残
さ
れ
て
ゐ
る
が
︑
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
稿
を
用
意
し
て

ゐ
る
︒

神
祇
行
政
を
巡
り
仏
教
側
と
の
関
係
で
紆
余
曲
折
し
て
ゐ
る
政
府
は
︑

明
治
五
年
三
月
神
祇
省
を
廃
し
て
神
仏
合
同
で
国
民
教
化
の
任
に
当
た

り
︑
異
教
防
衛
の
た
め
に
神
祇
省
に
代
は
り
教
部
省
を
設
け
︑
そ
の
教
化

の
任
に
先
の
宣
教
使
に
代
は
る
職
と
し
て
教
導
職
を
置
き
︑
神
職
や
僧
侶

を
は
じ
め
口
頭
で
演
説
が
可
能
な
職
の
者
を
教
導
職
に
任
じ
た
の
で
あ

る
︒
そ
こ
で
神
職
で
あ
る
忠
順
は
翌
六
年
十
月
二
十
四
日
に
︑
教
導
職

︵
少
講
義
︶
に
任
ぜ
ら
れ
た
︒
そ
の
辞
令
に
は

三
河
国
碧
海
郡
堤
村

堤
八
幡
神
社
祠
官

村
上
忠
順

兼
補
少
講
義

教
部
大
丞
従
五
位
三
嶋
通
庸

奉

︵
教
部
省
印
︶

明
治
六
年
十
月
廿
四
日

と
あ
る
︒
こ
の
少
講
義
と
は
教
導
職
の
階
級
で
︑
大
教
正
か
ら
権
訓
導
ま

で
の
十
四
級
あ
つ
た
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
︒
辞
令
の
奉
務
先
の
神
社
が
神

明
宮
で
は
な
く
︑
堤
八
幡
神
社
と
な
つ
て
ゐ
る
の
は
何
故
で
あ
ら
う
か
︒

忠
順
は
こ
の
時
期
に
﹃
神
号
略
記
﹄
と
言
ふ
本
を
著
し
て
ゐ
る
︒
自
序

の
文
に
よ
れ
ば
書
肆
慶
雲
堂
の
主
人
か
ら
の
依
頼
で
あ
つ
た
や
う
だ
が
︑

﹁
時
廼
往
禮
婆
神
之
道
問
人
母
出
来
奴
良
武
迦
新
﹂
と
神
道
の
盛
ん
に
な

村
上
忠
順
の
神
道
説
︵
中
澤
︶
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り
ゆ
く
の
を
よ
し
と
し
つ
つ
筆
を
運
ん
だ
や
う
で
あ
る
︒
こ
れ
は
神
名
を

調
べ
る
便
の
為
に
著
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
神
職
と
し
て
の
忠
順
の
著
作

で
あ
り
︑
こ
の
十
月
に
序
文
を
書
き
︑
翌
六
年
に
刊
行
さ
れ
て
ゐ
る
︒
そ

し
て
こ
の
年
初
に
は
長
く
時
間
を
か
け
て
書
き
つ
い
で
き
た
﹃
古
事
記
標

註
﹄
が
い
よ
い
よ
刊
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
翌
七
年
九

月
︑
六
十
三
歳
の
老
齢
の
た
め
少
講
義
の
辞
表
を
提
出
し
た
︒
こ
れ
が
認

め
ら
れ
た
の
は
こ
れ
か
ら
だ
い
ぶ
経
過
し
た
九
年
十
二
月
で
あ
つ
て
︑
在

任
期
間
は
数
年
に
満
た
な
い
も
の
で
あ
つ
た
︒
短
期
間
で
は
あ
つ
た
が
忠

順
は
宣
教
使
︑
神
職
︑
教
導
職
の
任
に
あ
つ
て
︑
国
民
教
化
に
つ
い
て
思

ひ
を
巡
ら
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
︒
そ
れ
が
神
葬
祭
へ
の
改
葬
で
あ
り
︑
次

項
に
述
べ
る
﹃
三
條
教
憲
﹄
と
言
ふ
著
作
で
も
あ
つ
た
︒

こ
の
時
期
の
興
味
深
い
出
来
事
と
し
て
は
︑
忠
順
が
仕
へ
た
刈
谷
藩
主

土
井
利
教
の
神
葬
祭
に
忠
順
が
齋
主
と
し
て
奉
仕
し
た
こ
と
で
あ
る
︒
利

教
は
明
治
六
年
十
一
月
十
四
日
に
逝
い
た
︒
葬
祭
は
神
道
の
儀
礼
に
よ
り

行
な
は
れ
︑
忠
順
が
奉
仕
し
た
︒
そ
の
二
十
日
祭
の
祝
詞
が
残
さ
れ
て
ゐ

る
︒
こ
れ
以
前
の
十
一
月
七
日
に
忠
順
を
初
め
刈
谷
藩
士
は
士
族
を
返
上

し
た
︒
短
い
祝
詞
で
あ
る
が
そ
の
た
め
に
﹁
旧
の
士
族
等
打
集
ひ
﹂
な
ど

の
文
言
も
見
え
る
︒

従
五
位
土
井
利
教
君
の
神
霊
の
前
に
白
さ
く

神
避
座
て
よ
り
今
日

二
十
日
と
云
日
に
な
も
成
ぬ
る

故
御
霊
主
を
此
の
義
社
に
坐
せ
奉

て

旧
の
士
族
等
打
集
ひ
て
神
酒
よ
り
始
て
種
々
の
饌
物
を
作
備
て

神
霊
仕
奉
り
拝
み
奉
る
状
を
平
け
く
安
け
く
聞
食
と
恐
み
恐
み
白
す

︵
原
文
萬
葉
仮
名
︶

忠
順
は
翌
年
の
一
年
祭
に
も
齋
主
を
務
め
た
が
八
年
の
三
年
祭
に
は
﹁
神

道
事
務
局
試
験
ノ
日
ナ
レ
バ
不
参
﹂
と
﹃
座
右
記
﹄
に
あ
る
︒
旧
藩
主
の

三
年
祭
よ
り
も
大
事
な
﹁
神
道
事
務
局
試
験
ノ
日
﹂
と
は
何
を
し
た
の
で

あ
ら
う
か
︒
こ
の
間
の
日
記
が
な
い
の
で
そ
の
こ
と
は
不
明
で
あ
る
︒

三

明
治
政
府
は
明
治
三
年
に
正
月
に
﹁
大
教
宣
布
の
詔
﹂
を
出
し
︑
神
な

が
ら
の
道
を
治
国
の
提
要
と
し
た
こ
と
は
先
に
も
述
べ
た
︒
つ
い
で
明
治

五
年
に
は
教
導
職
が
設
置
さ
れ
︑
そ
の
教
導
の
指
標
と
す
べ
き
﹁
三
條
の

教
則
﹂
を
定
め
た
︒
そ
の
三
條
と
は
﹁
敬
神
愛
国
ノ
旨
ヲ
体
ス
ベ
キ
事
﹂

﹁
天
理
人
道
ヲ
明
ニ
ス
ベ
キ
事
﹂
﹁
皇
上
ヲ
奉
戴
シ
朝
旨
ヲ
遵
奉
セ
シ
ム
ル

事
﹂
の
三
つ
で
あ
る
︒
翌
六
年
に
は
こ
の
三
條
を
更
に
具
体
的
に
敷
衍
し

た
十
一
の
兼
題
を
設
け
︑
次
い
で
十
七
の
兼
題
を
も
加
へ
︑
併
せ
て

二
十
八
の
兼
題
が
設
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
こ
れ
を
受
け
て
明
治
五
六
七

年
の
頃
に
は
多
く
の
三
條
教
則
の
解
説
書
が
神
道
や
仏
教
の
側
か
ら
刊
行

さ
れ
た
の
で
あ
る
︵
１
︶

︒
こ
の
や
う
な
状
況
の
中
で
︑
忠
順
も
そ
の
解
説
書
を

ま
と
め
﹃
三
條
教
憲
﹄
と
題
し
た
の
で
あ
つ
た
︒
著
作
の
年
代
を
徴
す
る

も
の
が
な
い
が
︑
教
導
職
で
あ
つ
た
そ
の
こ
ろ
に
書
い
た
も
の
と
思
は
れ
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る
︒
但
し
こ
れ
は
刊
行
に
至
ら
ず
︑
稿
本
の
ま
ま
忠
順
の
﹃
蓬
廬
雑
抄
﹄

五
十
七
巻
︵
刈
谷
図
書
館
村
上
文
庫
蔵
本
︶
に
収
め
ら
れ
︑
人
目
に
は
触

れ
る
こ
と
が
な
か
つ
た
の
で
あ
る
︒
い
ま
こ
こ
に
そ
の
全
文
を
掲
出
す

る
︒
な
ほ
忠
順
に
は
明
治
初
年
︵
年
次
不
詳
だ
が
十
年
以
前
︶
に
自
ら
提

出
用
︵
ど
こ
に
提
出
し
た
の
か
不
明
︶
に
書
き
上
げ
た
﹁
自
歴
記
﹂
な
る

も
の
︵
２
︶

が
あ
り
︑
そ
の
著
作
の
項
に
﹃
三
則
啓
蒙
﹄
が
挙
げ
て
あ
る
︒
こ
れ

は
こ
の
﹃
三
條
教
憲
﹄
の
こ
と
で
あ
ら
う
か
︑
ま
た
は
別
の
著
作
で
あ
ら

う
か
︑
判
然
と
は
し
な
い
︒

三
條
教
憲
︵
草
稿
︶

※
書
き
直
し
の
跡
が
あ
る
が
︑
加
筆
訂
正
し
た
文
を
掲
げ
た
︒

敬
神
愛
国

八
百
萬
ノ
神
何
レ
モ
敬
ヒ
奉
ル
ベ
シ

就
中
伊
勢
両
宮
ハ
申
ニ
及
バ

ズ
廿
二
社
ノ
神
々
我
生
ル
ヽ
処
ノ
産
土
神
氏
神
殊
ニ
大
切
ニ
尊
崇
ス

ベ
シ

伊
勢
ノ
内
宮
ハ

天
照
大
御
神
ニ
シ
テ
即
チ
日
々
拝
ミ
奉
ル

日
ノ
神
ナ
リ

西
洋
諸
国
ニ
テ
ハ
日
ノ
神
ノ
尊
キ
﹁
イ
ハ
レ
ヲ
知
ラ
ザ
ル
故
ニ
﹂

明
リ
玉
ナ
ド
称
シ
テ
神
ト
モ
思
ハ
ザ
ル
ハ
神
ノ
御
国
ノ
伝
ナ
キ
蛮

夷
ノ
事
ナ
レ
バ
ナ
リ
﹁
論
ズ
ル
ニ
足
ラ
ズ
﹂

皇
国
ノ
人
ハ
ト
ニ
モ
カ
ク
ニ
モ
神
典
ニ
従
ヒ
テ
日
神
ヲ
尊
崇
ス
ベ
キ

コ
ト
也

此
ノ
御
光
ナ
カ
リ
セ
バ
一
日
モ
安
穏
ナ
ル
ベ
カ
ラ
ズ

外

宮
ハ
五
穀
蚕
等
ノ
大
神
ニ
マ
シ
マ
セ
バ
是
又
日
ノ
大
神
ニ
ツ
ギ
テ
敬

ヒ
奉
ル
ベ
シ
神
典
ニ
詳
ナ
レ
バ
今
更
ニ
云
マ
デ
モ
ア
ラ
ズ

其
余
ノ

神
々
モ
各
掌
リ
タ
マ
フ
処
ア
レ
バ
尊
敬
シ
奉
ル
ベ
キ
コ
ト
ハ
云
フ
モ

更
ナ
リ

今
日
安
楽
ニ
衣
食
ス
ル
事
ハ
皆
神
ノ
恩
頼
ナ
レ
バ
朝
夕
心

ニ
カ
ケ
テ
拝
シ
奉
ル
ベ
シ

天
子
ハ
天
子
ノ
御
職
掌
ア
リ
テ
元
日
ヨ
リ
終
歳
ニ
至
ル
マ
デ
神
祇
ヲ

祭
リ

歴
朝
ノ
皇
霊
ヲ
祀
リ
タ
マ
フ
コ
ト
ヲ
怠
ラ
セ
タ
マ
ハ
ズ
是
国

家
安
全
ヲ
祈
リ
タ
マ
フ
也

此
御
祭
典
即
チ
敬
神
愛
国
ノ
緊
要
ナ
リ

家
族
士
族
平
民
マ
デ
モ
天
子
ノ
御
職
掌
ニ
習
ヒ
奉
リ
テ
神
祇
ヲ
敬
也

各
其
家
業
ヲ
精
勤
シ
国
家
ヲ
富
マ
シ
ム
ル
ヲ
専
ト
ス
レ
バ
敬
神
愛
国

太
平
万
民
自
全
備
ス
ト
云
ベ
シ

天
理
人
道

春
ハ
暖
ニ
夏
ハ
暑
ク
秋
ハ
涼
ク
冬
ハ
寒
ク
四
時
往
キ
カ
ハ
リ
テ
五
穀

繁
盛

花
サ
キ
ミ
ノ
ル
ハ
云
モ
更
也

有
リ
ト
ア
ラ
ユ
ル
萬
物
悉
ク

産
霊
神
ノ
御
タ
マ
ニ
ヨ
ラ
ザ
ル
ハ
ナ
シ
︵
陰
陽
ノ
理
ニ
迷
ヒ
六
九
理

ノ
説
ニ
欺
カ
レ
テ
︶
天
ツ
神
ノ
マ
シ
マ
ス
事
ヲ
知
ラ
ザ
ル
人
多
シ

天
理
ト
イ
ヘ
バ
四
季
巡
環
ノ
事
ト
ノ
ミ
思
ハ
ム
ハ
浅
カ
ル
ベ
シ

ミ

ナ
是
神
ノ
ミ
ハ
カ
ラ
ヒ
タ
ル
コ
ト
ヲ
知
ベ
シ

人
道
ト
ハ
君
臣
義
ア

リ
父
子
親
ア
リ
夫
婦
別
ア
リ
長
幼
序
ア
リ
朋
友
信
ア
リ
ト
ハ
三
歳
ノ

童
子
モ
知
所
ナ
レ
バ
イ
フ
ニ
及
バ
ザ
レ
ド
ヨ
ク
是
ヲ
守
ル
人
ナ
キ
ヲ

村
上
忠
順
の
神
道
説
︵
中
澤
︶
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イ
カ
ニ
セ
ム

天
祖
ヨ
リ
寶
鏡
授
受
ノ
神
訓
ハ
父
子
ノ
倫
理
尤
モ
尊

ム
ベ
シ

天
児
屋
命
太
玉
命
ノ
諸
神
仕
ヘ
タ
マ
ヘ
ル
コ
ト
君
臣
ノ
大

礼
ナ
リ

伊
邪
那
岐
ノ
命
伊
邪
那
美
ノ
命
天
ノ
御
柱
ヲ
メ
グ
リ
タ
マ

ヘ
ル
ハ
夫
婦
婚
姻
ノ
始
ナ
リ

長
幼
ハ
序
ヲ
主
ト
ス

人
民
ア
レ
バ

兄
弟
ア
リ
長
幼
ア
リ
テ
其
次
序
自
備
ル
事
惟
神
ノ
道
ナ
リ

身
ハ
親

ノ
枝
ニ
シ
テ
兄
弟
ハ
一
本
ノ
両
枝
ノ
如
ク
ナ
レ
バ
恩
愛
ノ
意
一
身
ノ

如
ク
相
助
ケ
相
救
フ
事
左
右
ノ
手
ノ
如
ク
ナ
ル
ベ
シ

小
児
モ
其
父

母
ヲ
シ
タ
フ
事
ヲ
知
リ

漸
ク
年
長
ス
ル
ニ
従
ヒ
テ
其
兄
ヲ
敬
フ
事

ヲ
知
ル
ハ
自
然
ノ
人
情
ナ
レ
バ
兄
ハ
弟
を
愛
シ
弟
ハ
兄
ヲ
敬
ヒ
テ
小

枝
ノ
大
枝
ニ
ツ
キ
従
フ
ガ
如
ク
ナ
レ
バ
自
ノ
差
等
ニ
シ
テ
即
長
幼
ノ

序
也

朋
友
ノ
道
ハ
信
ヲ
主
ト
ス

万
民
ア
レ
バ
類
聚
群
分
シ
テ
其

志
キ
者
ヲ
友
ト
ス
ル
事
惟
神
ノ
道
也

友
ト
ハ
道
同
ク
志
合
ヒ
テ
相

交
ル
者
ナ
レ
バ
自
偽
ト
云
事
モ
ナ
ク
信
ヲ
以
テ
交
ル
事
是
又
惟
神
ニ

備
ハ
リ
タ
ル
道
理
也

此
五
ツ
ノ
教
ヲ
ヨ
ク
守
ヲ
大
道
ヲ
明
ニ
ス
ト

云
ベ
シ

皇
上
奉
戴

朝
旨
遵
奉

天
子
ハ

天
照
大
御
神
ノ
御
子
孫
ニ
マ
シ
マ
セ
バ
奉
戴
ス
ベ
キ
ハ
勿

論
ノ
事
ナ
リ

我
天
子
ハ
戎
国
ノ
酋
長
ノ
如
ク
昨
日
ノ
奴
今
日
君
ト

ナ
ル
ヤ
ウ
ナ
賎
シ
キ
天
子
ニ
ア
ラ
ズ

萬
々
世
皇
統
カ
ハ
ラ
セ
タ
マ

ハ
ズ
神
孫
ニ
マ
シ
マ
セ
バ
殊
ニ
尊
崇
シ
奉
リ
仰
セ
出
サ
ル
ヽ
旨
ヲ
遵

守
シ
奉
ル
ベ
シ

天
子
日
々
ノ
御
祭
典
ハ
天
ツ
神
国
ツ
神
ヲ
敬
ハ
セ

ラ
レ
御
先
霊
ヲ
祭
ラ
セ
ラ
レ

億
兆
ノ
為
国
家
安
寧
万
民
ノ
為

四

海
平
穏
ヲ
祈
ラ
セ
ラ
ル
ル
御
事
ナ
レ
バ

各
其
身
々
々
ニ
體
認
シ
テ

日
々
東
京
ノ
方
ヘ
向
テ
拝
シ
奉
ル
ベ
キ
事
也

猶
詳
ナ
ル
事
ハ
神
教

要
旨
︵
略
解
︶
ヲ
熟
閲
シ
テ
國
體
ヲ
勘
弁
ス
ベ
キ
事
ナ
レ
バ
ス
ベ
テ

略
セ
リ

忠
順
の
こ
の
や
う
な
神
道
的
な
思
想
に
よ
る
教
戒
書
は
こ
れ
よ
り
先
の

明
治
初
年
に
﹃
さ
と
し
草
﹄
と
題
し
て
刊
行
さ
れ
て
ゐ
る
︵
３
︶

︒
つ
い
で
二
編

を
明
治
三
年
八
月
に
ま
と
め
た
が
︑
こ
ち
ら
は
出
板
な
ら
ず
稿
本
の
ま
ま

村
上
家
に
伝
存
し
て
ゐ
る
︒
こ
れ
は
維
新
後
ま
も
な
い
神
道
的
な
説
教
書

で
あ
り
︑
幕
末
期
以
来
早
く
に
か
や
う
な
思
想
を
抱
い
て
ゐ
た
こ
と
が
わ

か
る
も
の
で
あ
る
︒
忠
順
が
﹃
三
條
教
憲
﹄
を
著
す
に
あ
た
つ
て
も
︑
こ

の
﹃
さ
と
し
草
﹄
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
を
敷
衍
し
て
ゐ
る
の
で
あ
つ
て
︑
そ

の
言
ふ
と
こ
ろ
そ
の
域
を
出
な
い
︒
例
へ
ば
﹁
天
子
ハ

天
照
大
御
神
ノ

御
子
孫
ニ
マ
シ
マ
セ
バ
奉
戴
ス
ベ
キ
ハ
勿
論
ノ
事
ナ
リ

我
天
子
ハ
戎
国

ノ
酋
長
ノ
如
ク
昨
日
ノ
奴
今
日
君
ト
ナ
ル
ヤ
ウ
ナ
賎
シ
キ
天
子
ニ
ア
ラ

ズ
﹂﹁
日
々
東
京
ノ
方
ヘ
向
テ
拝
シ
奉
ル
ベ
キ
事
也
﹂
な
ど
は
そ
の
二
編

に
お
い
て

天
子
様
は

日
ノ
神
様
の
御
す
ゑ
に
て
ま
し
ま
せ
ば
外
国
の
土
民
の

酋
長
に
な
り
た
る
と
は
大
に
わ
け
の
違
ひ
た
る
尊
き
御
方
な
れ
ば
毎
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朝

日
ノ
神
様
を
拝
み
奉
り
次
に
都
の
か
た
に
向
ひ
て
拝
み
奉
り

夜
は

月
ノ
神
様
を
拝
し
奉
る
べ
し

と
述
べ
︑
二
十
二
社
に
つ
い
て
も
﹁
猶
も
い
と
ま
あ
ら
む
人
々
は
廿
二
社

に
ま
ゐ
る
べ
し
と
﹂
既
に
そ
の
尊
崇
す
べ
き
こ
と
を
挙
げ
て
ゐ
る
︒
ま
た

内
宮
外
宮
の
こ
と
や
天
理
が
﹁
ミ
ナ
是
神
ノ
ミ
ハ
カ
ラ
ヒ
タ
ル
コ
ト
ヲ
知

ベ
シ
﹂
と
言
ふ
こ
と
は
︑
こ
の
初
編
に
﹁
と
も
に
か
く
に
も
お
の
れ
お
の

れ
が
職
分
を
わ
す
る
ま
じ
き
事
也

是
す
な
は
ち

天
子
様
へ
の
奉
公

国
の
た
め
の
忠
な
り

此
心
を
わ
す
れ
ざ
れ
ば

氏
神
様

産
土
様
も
厚

く
守
ら
せ
た
ま
ふ
な
り
﹂
と
見
え
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
︒
長
幼
の
序
︑
父

母
兄
弟
朋
友
の
道
に
つ
い
て
も
﹃
さ
と
し
草
﹄
に
書
か
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ

と
同
じ
で
あ
る
︒
忠
順
の
﹃
三
條
教
憲
﹄
は
彼
独
自
の
道
徳
軌
範
か
ら
齎

さ
れ
た
﹃
さ
と
し
草
﹄
と
同
じ
内
容
で
あ
り
︑
そ
れ
は
当
時
の
国
学
者
と

し
て
の
忠
順
の
時
務
論
で
も
あ
つ
た
の
で
あ
る
︒

忠
順
と
も
交
友
の
あ
つ
た
熊
野
本
宮
の
熊
代
繁
里
は
﹃
さ
と
し
草
﹄
初

編
を
教
化
の
た
め
の
材
料
と
し
て
明
治
六
年
以
降
に
入
手
し
て
ゐ
る
︒

四

神
道
事
務
局
は
維
新
以
降
神
道
の
普
及
を
目
指
し
て
活
動
を
し
て
き
た

が
︑
そ
の
中
で
明
治
九
年
十
二
月
に
︑
忠
順
に
次
の
や
う
な
原
稿
を
依
頼

し
て
き
た
︒

神
教
叢
語
ノ
材
料
ニ
供
ス
ベ
キ
論
説
他
向
ヨ
リ
追
々
投
寄
モ
有
之
候

得
共

願
ハ
諸
家
ノ
論
説
ヲ
掲
載
致
度
旨
編
輯
人
ヨ
リ
申
出
候
ニ
付

今
般
撰
題
御
回
候
条
至
急
御
成
稿
有
之
度

猶
爾
後
連
々
頒
題
積
御

座
候
共

右
之
外
御
所
説
有
之
候
ハ
ヾ
陸
続
出
稿
相
成
候
様
致
度
此

段
特
ニ
通
知
致
候
也

明
治
九
年
十
二
月
二
十
六
日

神
道
事
務
局
編
輯
局

村
上
忠
順
殿

題
目

原
教

神
魂
ノ
説

幽
顕
ノ
説

除
過
祓
除
ノ
説

神
随
ノ
説

こ
れ
に
対
し
忠
順
は
次
の
や
う
に
文
書
に
ま
と
め
て
回
答
し
た
の
で
あ
つ

た
︒﹁
神
教
叢
語
﹂
は
当
時
弘
道
社
か
ら
刊
行
さ
れ
て
ゐ
た
神
道
教
学
の

冊
子
で
あ
り
︑
諸
家
の
講
説
を
掲
載
し
て
ゐ
た
や
う
で
あ
る
︵
４
︶

︒
実
際
に
こ

れ
が
雑
誌
﹁
神
教
叢
語
﹂
に
掲
載
さ
れ
た
か
否
か
は
未
確
認
で
あ
り
︑
現

在
村
上
家
に
も
こ
の
雑
誌
は
存
し
な
い
︒
し
か
し
な
が
ら
こ
の
回
答
は
忠

順
の
雑
纂
録
で
あ
る
﹃
蓬
廬
雑
抄
﹄
の
四
十
七
巻
に
控
へ
と
し
て
著
録
し

て
残
つ
て
ゐ
る
の
で
︑
や
や
長
い
が
資
料
と
し
て
次
に
転
載
し
て
お
く
︒

丁
度
こ
の
九
年
十
二
月
は
忠
順
が
教
導
職
を
辞
し
た
年
で
も
あ
つ
た
︒

村
上
忠
順
の
神
道
説
︵
中
澤
︶
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原
教皇

国
の
教
は
幽
顕
分
界
を
旨
と
し
て
天
地
の
始
を
ば
幽
冥
に
て
説

き
︑
今
日
の
事
業
は
幽
冥
を
は
な
れ
て
朝
家
に
服
事
す
と
を
し
へ
て

い
ふ
言
の
こ
こ
ろ
を
考
ふ
る
に
︑
古
典
に
愛
の
字
を
乎
之
と
よ
め

り
︒
鴛
鴦
を
乎
之
と
い
ふ
も
相
愛
む
鳥
な
れ
ば
い
ふ
な
り
︒
さ
れ
ば

乎
之
と
い
ふ
詞
に
愛
の
字
の
義
と
惜
の
字
の
義
と
ふ
た
つ
あ
る
と
知

る
べ
し
︒
へ
︑
ふ
る
と
は
た
ら
く
は
皆
迎
へ
合
は
す
る
心
に
て
愛

︵
を
し
︶
と
思
ふ
心
へ
迎
へ
あ
は
す
る
し
わ
ざ
を
︑
を
し
へ
︑
を
し

ふ
と
は
云
な
り
︒
善
人
と
は
愛
し
と
思
ふ
心
よ
り
︑
善
に
う
つ
る
に

よ
る
ら
む
と
を
し
へ
︑
悪
を
人
は
惜
と
思
ひ
て
直
る
事
も
あ
ら
む
か

と
て
を
し
ふ
︒
人
を
教
ふ
に
は
そ
の
人
は
愛
へ
惜
ふ
の
心
は
づ
さ

ず
︑
人
を
善
道
に
み
ち
び
く
べ
き
な
り
︒
さ
て
皇
国
の
故
事
に
よ
り

て
︑
人
を
教
へ
導
く
者
を
世
に
和
学
者
国
学
者
な
ど
い
へ
ど
︑
あ
た

れ
る
名
称
に
あ
ら
ず
︒
よ
そ
に
て
は
い
か
に
も
い
へ
︑
本
教
皇
学
と

い
ふ
べ
き
な
り
︒
古
事
記
序
に
太
素
者
杳
冥
因
本
教
敢
而
識
孕
土
産

時
云
々
立
人
也
と
あ
る
︒
本
教
は
異
狄
の
教
わ
た
ら
ざ
り
し
世
の
教

を
い
ふ
な
り
︒
さ
れ
ば
皇
国
の
古
事
を
本
教
と
い
ふ
べ
く
︑
そ
の
ま

な
び
を
皇
学
と
い
ふ
べ
き
事
な
り
か
し
︒

今
の
世
の
如
く
書
籍
に
つ
き
て
学
文
す
る
事
は
︑
皇
国
の
太
古
に

は
無
か
り
し
事
な
り
︒
し
か
れ
ど
も
物
を
学
び
て
其
を
知
る
事
は
天

地
初
判
の
時
︑
二
柱
御
祖
命
に
産
霊
の
大
神
等
の
其
産
霊
の
神
術
を

と
つ
ぎ
を
し
へ
鳥
に
託
て
教
へ
諭
し
給
へ
り
し
か
ば
︑
其
を
看
そ
な

は
し
て
学
び
習
ひ
て
始
め
て
配
偶
の
道
を
得
給
ひ
し
か
ば
︑
即
ち
そ

の
鳥
の
名
を
麻
奈
婆
志
良
と
ぞ
負
は
せ
け
る
︒
此
名
既
く
雄
略
天
皇

の
大
御
歌
に
も
見
え
た
れ
ば
︑
上
古
よ
り
呼
び
来
つ
る
名
な
る
を
明

ら
か
に
し
て
︑
そ
れ
鶺
鴒
な
る
よ
し
は
釈
紀
に
此
鳥
の
一
の
名
ど
も

を
挙
げ
た
る
は
古
き
私
記
の
説
を
聞
え
た
る
を
其
中
に
此
名
を
見
え

た
る
に
て
論
な
し
︒
さ
て
其
名
の
義
は
学
柱
と
い
ふ
言
の
備
の
一
言

を
省
き
た
る
に
て
︑
其
学
び
と
は
真
似
び
の
義
に
て
︑
柱
と
は
此
方

と
彼
方
と
の
間
を
柱
へ
持
ち
て
便
宜
無
く
行
き
到
り
難
き
所
に
も
往

し
む
る
義
の
語
な
り
︒
男
女
の
間
は
媒
な
く
て
は
渡
り
難
き
事
な
る

う
へ
︑
彼
鶺
鴒
の
来
れ
る
は
産
霊
の
神
術
を
初
て
人
間
に
諭
し
給
ひ

つ
る
事
な
れ
ば
︑
其
を
殊
に
重
々
し
と
て
永
に
此
鳥
の
名
に
は
負
せ

つ
る
也
︒
さ
て
︑
其
学
び
と
は
其
事
を
為
し
行
ふ
う
へ
を
云
ふ
躰
言

に
し
て
其
を
為
し
行
は
し
む
る
を
教
へ
と
い
ふ
︒
こ
れ
を
古
よ
り
云

ひ
来
つ
る
事
に
て
神
代
紀
高
皇
産
霊
等
の
御
言
に
不
順
教
養
と
見

え
︑
鶴
鸛
の
事
を
和
名
抄
其
他
の
古
書
に
も
止
豆
岐
乎
志
倍
止
利
ま

た
止
豆
岐
万
奈
比
止
利
な
ど
有
て
論
な
き
を
︑
其
教
へ
と
い
ふ
言
の

義
は
︑
古
典
に
愛
の
字
を
乎
之
と
よ
め
り
︒
鴛
鴦
を
乎
之
と
い
ふ
を

相
愛
む
鳥
な
れ
ば
云
ふ
な
る
︒
さ
れ
ば
を
し
と
い
ふ
言
に
は
愛
の
字

の
義
と
惜
の
字
の
義
と
二
つ
あ
り
と
知
る
べ
し
︒
へ
︑
ふ
る
と
活
用

く
は
皆
向
か
へ
合
す
る
意
に
て
︑
愛
と
思
ひ
︑
惜
と
念
ふ
心
に
迎
へ
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あ
は
す
る
し
わ
ざ
を
を
し
へ
︑
を
し
ふ
と
は
云
ふ
な
り
︒
さ
れ
ば
二

柱
産
霊
の
神
よ
り
教
へ
諭
し
掟
て
お
き
給
ひ
つ
る
事
ど
も
は
云
ふ
も

更
な
り
︑
神
代
に
有
経
つ
る
種
々
の
事
の
蹟
に
つ
き
て
皇
美
麻
の
命

の
天
降
ま
し
ま
し
け
る
時
︑
其
の
美
麻
の
命
の
天
下
を
政
令
給
ふ
道

の
上
へ
は
い
ふ
も
更
に
て
︑
臣
連
の
其
職
掌
に
つ
き
て
仕
へ
奉
る
べ

き
趣
を
も
︑
教
へ
習
は
し
め
て
ぞ
天
降
し
給
ひ
け
る
︒
さ
れ
ば
代
々

の
人
々
其
教
へ
を
習
ひ
行
ふ
事
を
さ
し
て
神
習
ふ
と
は
い
ひ
来
つ
る

也
︒
か
く
て
其
の
神
の
習
ひ
来
つ
る
古
伝
を
後
に
は
他
し
国
の
道
々

渡
り
参
来
し
か
ば
︑
紛
乱
く
成
つ
る
が
故
に
︑
美
麻
の
命
の
受
継
ぎ

伝
へ
さ
せ
給
ふ
神
誥
を
は
じ
め
臣
連
八
十
伴
雄
の
家
々
に
伝
へ
来
つ

る
古
事
を
も
纂
記
せ
し
め
給
ひ
つ
る
ぞ
︑
古
事
記
日
本
紀
に
は
有
け

る
︒
さ
れ
ば
今
の
世
に
在
て
は
︑
遠
き
神
代
に
神
の
御
自
教
へ
諭
し

給
ひ
し
趣
を
其
ま
ま
に
聞
も
し
見
も
し
す
る
は
︑
此
の
二
書
の
伝
れ

る
が
故
に
て
︑
此
の
御
典
を
私
の
狭
意
な
く
︑
熟
読
味
ひ
能
ま
な
ぶ

ぞ
神
習
ふ
学
文
に
は
有
け
る
︒
然
れ
ば
今
の
世
の
如
き
学
文
は
上
古

に
は
無
か
り
し
事
な
が
ら
︑
上
古
の
御
教
へ
の
旨
に
は
よ
く
持
へ
る

事
に
な
む
有
け
る
︒

神
魂
ノ
説

人
の
魂
は
其
身
の
主
宰
に
し
て
人
は
産
霊
の
御
霊
に
依
て
生
ま
れ

出
る
者
な
れ
ば
︑
則
ち
魂
と
い
へ
り
︒
心
は
人
と
人
と
相
対
ひ
魂
と

魂
と
相
合
ひ
て
其
方
に
凝
る
も
の
な
れ
ば
︑
や
が
て
許
々
呂
と
は
名

づ
け
し
な
ら
む
︒
魂
は
霊
異
な
る
も
の
に
て
直
く
正
く
明
く
浄
く
誠

な
る
も
の
と
も
名
づ
く
べ
き
な
れ
ど
︑
和
び
て
は
和
魂
と
な
り
︑
荒

び
て
は
荒
魂
と
な
り
て
︑
其
身
を
幸
く
萬
事
に
く
は
し
き
幸
魂
奇
魂

と
あ
ら
は
す
な
り
︒
心
は
直
く
正
く
明
く
浄
く
誠
な
る
初
に
て
物
の

善
悪
を
識
り
思
ふ
は
︑
蓋
し
や
奇
魂
の
あ
ら
は
れ
な
り
け
ら
し
︒
か

く
て
思
へ
ば
魂
の
直
く
正
く
明
く
浄
く
誠
な
る
を
も
と
ら
る
る
也
︒

譬
へ
ば
魂
は
鏡
也
︑
心
は
其
鏡
に
物
の
う
つ
ろ
ひ
来
り
た
る
如
し
︒

此
魂
せ
る
初
の
善
悪
を
識
思
ふ
心
も
た
る
物
な
れ
ば
︑
神
代
に
は
善

神
︑
人
の
世
に
は
善
人
の
み
な
る
べ
き
道
理
な
れ
ど
︑
さ
も
あ
ら
ぬ

は
い
か
に
と
言
ふ
に
︑
吉
事
禍
事
の
往
か
ひ
は
世
の
常
に
し
て
︑
神

世
も
人
世
も
同
じ
事
な
れ
ば
悪
神
悪
人
の
出
来
る
も
亦
道
理
に
て
︑

さ
る
は
八
十
禍
日
神
大
禍
日
神
の
穢
に
禍
れ
る
禍
事
に
触
れ
て
然
る

也
︒
さ
れ
ど
︑
其
穢
き
禍
れ
る
禍
事
に
触
れ
て
し
人
︑
神
直
日
神
大

直
日
神
の
清
め
直
す
吉
事
に
逢
ひ
て
直
く
正
く
明
く
浄
く
誠
な
る
も

と
つ
魂
に
返
り
ぬ
べ
き
は
︑
し
ば
し
く
も
れ
り
け
む
鏡
の
忽
に
澄
わ

た
り
て
物
の
よ
し
あ
し
の
見
え
来
る
が
如
く
に
て
な
む
有
べ
き
︒
も

と
よ
り
此
鏡
は
産
霊
神
の
御
魂
な
れ
ば
神
在
随
に
其
魂
を
し
づ
め
ま

つ
る
時
は
︑
思
兼
の
さ
わ
り
か
し
こ
く
な
り
行
き
て
︑
く
し
び
な
る

言
霊
を
世
に
顕
は
し
た
る
な
り
︒
さ
れ
ば
其
道
理
い
と
あ
き
ら
か
な

る
も
の
を
や
︒

村
上
忠
順
の
神
道
説
︵
中
澤
︶
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幽
顕
ノ
説

神
代
紀
に
曰
︑
高
皇
産
霊
尊
乃
還
遣
二
神
勅
大
已
貴
神
今
者
聞
汝

所
言
得
有
其
理
故
更
条
而
勅
之

夫
汝
所
治
顕
露
之
事
宜
吾
孫
治
之

汝
則
可
以
治
神
事
︒
出
雲
国
造
神
賀
詞
曰
︵
省
略
︶

神
事
と
は
幽
事
に
て
神
魯
岐
神
魯
美
の
命
に
大
詔
命
も
て
何
れ
の

神
に
て
も
此
の
世
の
中
の
事
を
幽
冥
よ
り
量
り
給
ふ
御
所
為
を
広
く

言
事
也
︒
顕
露
事
と
は
顕
明
事
に
て
︑
天
下
の
蒼
生
を
治
め
給
ふ
朝

廷
の
御
政
事
に
て
︑
現
世
人
の
皇
御
孫
尊
は
幽
よ
り
顕
に
出
給
ひ
大

已
貴
神
は
顕
よ
り
幽
に
隠
れ
給
ふ
に
つ
き
て
︑
互
に
幽
顕
を
取
替
給

ふ
事
を
云
ふ
也
︒
故
れ
此
時
よ
り
皇
御
孫
尊
は
専
ら
此
の
現
し
世
の

事
を
知
食
し
て
︑
幽
事
は
し
ろ
し
め
さ
ず
な
れ
り
︒
大
已
貴
神
は
幽

冥
の
み
を
知
り
て
此
現
世
の
界
に
は
顕
れ
た
ま
は
ず
な
り
ぬ
︒

纂
疏
云
︑
顕
露
之
事
者
人
道
幽
冥
之
事
者
神
道
也
︒
二
道
猶
如
昼

夜
陰
陽
ニ
而
為
一
人
為
悪
於
顕
明
之
地
則
帝
皇
誅
之
為
悪
於
幽
冥
之

中
則
鬼
神
罸
之
為
善
護
福
亦
同
之
神
事
則
冥
所
之
事
非
祭
祀
牲
幣
之

礼
猶
為
顕
露
之
事
︒
顕
事
人
道
之
通
な
り
と
は
人
現
世
に
出
て
は
顕

露
事
し
ろ
し
め
す
大
君
の
御
統
治
を
恐
み
て
己
が
身
々
に
好
け
く
も

悪
け
く
も
其
御
の
り
に
従
ひ
奉
り
︑
大
神
の
く
ま
り
給
へ
る
善
き
真

心
の
ま
ま
に
慎
み
て
上
に
事
へ
下
を
慈
み
︑
各
々
其
々
に
就
た
る
家

業
を
営
み
︑
神
の
御
徳
を
窺
ひ
て
顕
事
幽
事
の
差
別
︑
世
の
中
の
有

形
を
も
弁
へ
知
事
ぞ
人
の
常
道
な
り
け
る
︒
幽
事
者
神
道
也
と
は
人

齢
お
い
死
期
至
り
来
れ
ば
屍
は
土
に
帰
り
霊
魂
は
消
滅
せ
ざ
れ
ば
幽

冥
に
お
も
む
き
て
大
神
の
御
治
め
に
従
ひ
其
御
定
を
承
て
子
孫
其
他

由
縁
あ
る
人
々
を
天
翔
り
て
守
る
也
︒
こ
れ
産
霊
の
大
神
の
定
め
給

へ
る
幽
事
の
道
な
り
と
ぞ
︒
人
為
悪
於
顕
明
之
地
則
帝
皇
誅
之
と
は

人
の
真
性
は
産
霊
の
大
神
の
霊
性
を
分
ち
賦
給
へ
る
も
の
な
れ
ば
︑

素
よ
り
う
る
は
し
き
を
︑
世
に
妖
鬼
有
て
人
の
道
を
乱
り
︑
あ
し
き

党
に
誘
入
れ
む
と
謀
り
て
人
の
心
に
入
り
ま
じ
こ
り
︑
め
で
た
き
真

心
を
慙
は
し
邪
心
を
つ
け
︑
な
ら
は
ぬ
行
を
勧
む
︒
人
此
義
り
を
え

悟
ら
ず
其
悪
行
あ
ら
は
な
れ
ば
君
上
之
を
誅
な
ひ
給
ふ
事
な
り
︒
為

悪
於
幽
冥
之
中
則
鬼
神
罸
之
為
善
護
福
亦
同
之
と
は
︑
君
上
は
明
に

ま
し
ま
せ
ど
も
︑
現
世
人
の
習
ひ
な
れ
ば
人
の
幽
に
思
ふ
心
は
更
な

り
︑
悪
行
に
て
も
顕
に
知
ら
れ
ざ
れ
ば
罸
む
る
事
あ
た
は
ず
︒
佳
行

善
心
を
顕
な
ら
ぬ
は
賞
給
ふ
事
あ
た
は
ざ
る
を
︑
幽
冥
事
を
治
め
給

ふ
大
神
は
其
よ
く
見
徴
し
ま
し
て
︑
現
世
の
報
を
も
賜
ひ
︑
幽
冥
に

入
た
る
霊
神
の
善
悪
を
糺
し
わ
か
ち
て
︑
産
霊
の
大
神
の
命
じ
給
へ

る
性
に
背
け
る
罪
犯
し
を
罸
め
︑
か
の
性
の
ま
に
ま
に
勉
め
て
善
行

あ
る
は
賞
た
ま
ふ
事
也
︒

除
過
祓
除
ノ
説

祓
と
い
ふ
は
身
の
都
美
を
祓
ひ
清
む
る
厳
重
き
行
に
て
其
根
本
神

代
に
始
れ
る
故
実
也
︒
其
は
古
事
記
日
本
書
紀
等
録
さ
れ
て
︑
伊
邪
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那
岐
命
黄
泉
の
国
に
行
ま
し
て
︑
穢
れ
た
ま
へ
る
都
美
を
清
め
た
ま

ふ
と
て
筑
紫
の
橘
の
小
門
に
し
て
御
身
に
着
ま
せ
る
物
を
悉
く
脱
ぎ

棄
た
ま
ふ
と
あ
る
是
祓
也
︒
穢
の
つ
み
を
払
ひ
却
と
ふ
よ
し
也
︒
次

に
海
水
に
浸
て
御
身
を
滌
ぎ
給
ふ
と
あ
る
是
身
滌
也
︒
身
の
都
美
を

滌
ぎ
去
る
義
也
︒
此
の
二
つ
祓
ひ
身
滌
の
故
実
の
根
源
也
︒
ま
た
須

佐
男
命
悪
事
餘
多
あ
り
し
つ
み
に
な
り
て
祓
つ
物
あ
ま
た
と
ら
せ
て

猶
足
ら
ず
と
し
て
︑
神
逐
ひ
奉
れ
る
事
あ
り
︒
こ
は
彼
伊
邪
那
岐
命

の
御
身
御
身
に
着
ま
せ
る
物
を
悉
く
脱
棄
た
ま
へ
る
も
︑
須
佐
男
命

に
他
よ
り
責
り
て
祓
物
を
出
さ
せ
ら
れ
る
も
︑
祓
の
主
意
は
同
じ

故
︑
こ
の
二
神
の
御
故
実
ど
も
を
以
て
祓
身
滌
の
法
と
し
て
人
の
世

ま
で
も
行
へ
る
也
︒
さ
て
伊
邪
那
岐
命
は
祓
に
身
滌
し
た
ま
へ
る
に

因
て
貴
き
大
神
た
ち
を
生
た
ま
ひ
︑
須
佐
男
命
は
祓
物
を
出
し
御
身

逐
は
れ
給
ひ
て
後
︑
清
々
し
き
初
心
に
な
り
給
へ
る
を
も
て
︑
真
に

此
わ
ざ
の
大
功
あ
る
事
を
窺
ひ
知
り
︑
信
受
な
ら
ひ
行
ふ
べ
き
事

也
︒
さ
て
︑
わ
け
て
い
へ
ば
穢
れ
た
る
物
を
棄
て
︑
ま
た
祓
物
を
出

す
は
祓
身
を
滌
ぐ
み
そ
ぎ
な
る
を
︑
広
く
い
ふ
時
は
其
三
の
事
に
わ

た
り
て
身
滌
を
も
祓
と
い
ふ
べ
し
︒
身
を
滌
ぐ
も
は
ら
ひ
す
る
わ
ざ

な
れ
ば
也
︒
日
本
書
紀
神
功
皇
后
巻
に
皇
后
傷
天
皇
不
従
神
教
而
早

崩
以
為
知
所
祟
神
欲
求
財
宝
国
︑
是
以
命
群
臣
及
百
寮
以
解
罪
改
遇

云
々
こ
れ
大
祓
也
︒

神
随
ノ
説

日
本
書
紀
孝
徳
天
皇
の
紀
に
惟
神
︵
以
下
略
︶︒
ま
た
続
日
本
紀
の

詔
詞
に
︵
略
︶︒
書
紀
の
註
に
惟
神
者
謂
随
神
道
亦
自
有
神
道
也
と

見
え
て
天
皇
の
御
事
に
は
何
事
に
て
も
神
な
が
ら
云
々
と
申
す
事
に

て
︑
現
御
神
と
称
へ
て
ま
こ
と
に
神
に
ま
し
ま
す
故
に
神
か
け
て
生

れ
ま
す
ま
ま
に
物
し
た
ま
ふ
よ
し
也
︒
上
古
に
天
皇
の
天
下
を
治
め

給
ひ
し
御
行
ひ
か
た
は
︑
古
語
に
神
随
天
下
し
ろ
し
め
す
と
は
申
し

て
︑
天
照
大
御
神
の
大
御
心
を
大
御
心
と
し
て
万
事
神
代
に
定
ま
れ

る
跡
の
ま
ま
に
行
は
せ
た
ま
ひ
︑
其
中
に
は
心
に
て
定
め
が
た
き
事

も
有
時
は
御
卜
を
以
て
神
の
御
心
を
問
ひ
伺
ひ
て
行
は
せ
給
ひ
︑
惣

て
何
事
に
も
大
方
御
身
の
御
か
し
こ
だ
て
の
御
料
簡
を
用
ゐ
た
ま
は

ざ
り
き
︒
是
れ
誠
の
道
の
正
し
き
所
の
御
行
ひ
か
た
也
︒
其
時
代
に

は
臣
下
た
ち
も
下
に
万
民
と
一
同
に
心
直
く
正
し
か
り
し
に
は
︑
皆

天
皇
の
御
心
を
心
と
し
て
唯
ひ
た
す
ら
に
朝
廷
を
恐
れ
惧
み
︑
上
々

の
掟
の
ま
に
ま
に
順
ひ
守
り
て
少
し
も
己
れ
の
賢
だ
て
の
了
簡
を
ば

立
ざ
り
し
故
に
上
々
も
下
と
よ
く
和
合
し
て
天
下
は
爰
に
治
ま
り
し

な
り
︒
こ
れ
を
神
の
道
と
い
ふ
べ
し
︒

村
上
忠
順
の
神
道
説
︵
中
澤
︶
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五

そ
れ
で
は
こ
こ
に
表
れ
て
ゐ
る
忠
順
の
神
道
説
に
つ
い
て
見
て
み
よ

う
︒
忠
順
の
神
道
説
は
い
づ
れ
も
古
典
に
拠
る
も
の
で
あ
つ
て
︑
そ
れ
は

あ
く
ま
で
も
忠
順
の
古
典
理
解
の
範
囲
に
よ
る
も
の
で
あ
つ
た
︒
忠
順
の

古
典
理
解
は
最
初
は
歌
を
詠
む
こ
と
か
ら
始
ま
り
︑
歌
語
の
追
究
で
あ
つ

た
︒
江
戸
の
橘
守
部
に
従
つ
た
の
も
﹁
言
葉
﹂
へ
の
理
解
の
た
め
で
あ
つ

て
︑
そ
の
神
学
を
学
ぶ
こ
と
で
は
な
か
つ
た
︒
後
に
本
居
内
遠
に
入
門
し

た
の
も
歌
書
の
刊
行
に
関
す
る
も
の
で
あ
つ
た
︒
羽
田
野
敬
雄
と
繋
が
り

平
田
の
学
を
奉
じ
た
の
も
時
代
の
然
ら
し
む
る
も
の
で
あ
つ
た
︒
と
は
申

せ
そ
の
根
底
に
は
尊
皇
の
気
風
が
流
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
り
︑
長
子
忠
明
の

天
誅
組
へ
の
義
挙
は
こ
の
父
あ
つ
て
の
こ
と
で
あ
つ
た
︒

最
初
は
﹁
原
教
﹂
で
あ
る
︒
こ
れ
は
﹁
原
つ
教
へ
︵
本
つ
教
へ
︶﹂
の

こ
と
で
あ
る
︒
こ
こ
で
忠
順
は
﹁
教
へ
﹂
と
言
ふ
語
の
成
立
に
つ
い
て
述

べ
︑
﹁
を
し
へ
﹂
の
﹁
を
し
﹂
に
﹁
愛
の
字
の
義
と
惜
の
字
の
義
と
ふ
た

つ
あ
る
と
知
る
べ
し
︒﹂
と
︑﹁
愛
む
﹂
と
﹁
惜
し
む
﹂
の
意
が
あ
る
と
説

く
の
で
あ
つ
た
︒
つ
い
で
﹁
学
び
﹂
と
言
ふ
こ
と
に
つ
い
て
日
本
書
紀
の

神
代
巻
の
一
書
で
あ
る
鶺
鴒
の
故
事
を
引
き
︑
こ
れ
を
﹁
学
柱
︵
ま
な
ば

し
ら
︶
﹂
と
名
付
け
た
事
を
挙
げ
︑﹁
学
び
と
は
真
似
び
の
義
﹂
と
し
︑
柱

と
は
こ
ち
ら
か
ら
あ
ち
ら
へ
行
き
や
す
い
や
う
に
す
る
も
の
と
説
き
︑
こ

れ
を
﹁
学
び
﹂
と
言
ひ
︑
そ
れ
を
す
る
た
め
の
事
を
﹁
教
へ
﹂
と
言
ふ
と

説
く
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
こ
れ
は
﹁
産
霊
の
神
術
﹂
で
あ
り
︑﹁
二
柱
産

霊
の
神
よ
り
教
へ
諭
し
掟
て
お
き
給
ひ
つ
る
事
﹂
で
あ
り
︑
こ
れ
に
習
ふ

こ
と
が
﹁
神
習
ひ
﹂
で
あ
り
︑
重
要
な
の
で
あ
つ
た
︒
忠
順
は
﹁
其
教
へ

を
習
ひ
行
ふ
事
を
さ
し
て
神
習
ふ
と
は
い
ひ
来
つ
る
也
︒﹂
と
言
ひ
︑
そ

の
後
他
国
の
思
想
の
渡
来
に
よ
り
︑
其
の
神
習
ひ
来
た
古
伝
が
︑
わ
か
ら

な
く
な
つ
て
き
た
の
で
︑
古
事
記
と
日
本
書
紀
が
編
ま
れ
た
と
考
へ
る
の

で
あ
つ
た
︒
そ
し
て
こ
の
二
書
に
は
﹁
遠
き
神
代
に
神
の
御
自
教
へ
諭
し

給
ひ
し
趣
﹂
が
そ
の
ま
ま
書
か
れ
て
ゐ
る
か
ら
︑﹁
此
の
御
典
を
私
の
狭

意
な
く
︑
熟
読
味
ひ
能
ま
な
ぶ
ぞ
神
習
ふ
学
文
﹂
だ
と
言
ふ
の
で
あ
る
︒

忠
順
に
と
つ
て
の
原
教
は
古
事
記
日
本
書
紀
の
教
へ
に
神
習
ふ
こ
と
で
あ

つ
た
︒

興
味
深
い
こ
と
は
︑
自
ら
国
学
者
を
任
じ
て
ゐ
た
で
あ
ら
う
と
思
ふ
忠

順
が
﹁
皇
国
の
故
事
に
よ
り
て
︑
人
を
教
へ
導
く
者
を
世
に
和
学
者
国
学

者
な
ど
い
へ
ど
︑
あ
た
れ
る
名
称
に
あ
ら
ず
︒﹂
と
︑
そ
の
呼
称
を
避
け
︑

﹁
本
教
皇
学
﹂
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
と
し
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
︒
こ
れ
は

平
田
の
学
の
説
く
と
こ
ろ
と
同
じ
で
あ
り
︑
古
事
記
の
序
文
を
例
に
あ

げ
︑
本
教
は
外
国
か
ら
の
教
へ
の
渡
来
以
前
の
教
へ
で
あ
り
︑
そ
れ
ゆ
ゑ

﹁
皇
国
の
古
事
を
本
教
﹂﹁
そ
の
ま
な
び
を
皇
学
﹂
と
言
ふ
べ
き
で
あ
る
と

し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
︒

次
に
﹁
神
魂
ノ
説
﹂
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
人
の
魂
の
あ
り
か
た
に
つ
い
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て
述
べ
て
ゐ
る
︒
人
は
産
霊
の
御
霊
に
依
て
生
ま
れ
︑
魂
を
持
ち
︑
そ
れ

を
心
と
も
言
ふ
と
説
く
︒
忠
順
は
﹁
魂
は
霊
異
な
る
も
の
に
て
直
く
正
く

明
く
浄
く
誠
な
る
も
の
と
も
名
づ
く
べ
き
な
れ
ど
︑
和
び
て
は
和
魂
と
な

り
︑
荒
び
て
は
荒
魂
と
な
り
て
︑
其
身
を
幸
く
萬
事
に
く
は
し
き
幸
魂
奇

魂
と
あ
ら
は
す
な
り
︒﹂
と
そ
の
心
の
持
ち
方
次
第
で
和
魂
・
荒
魂
・
幸

魂
・
奇
魂
と
も
な
る
と
考
へ
る
の
で
あ
つ
た
︒
ま
た
最
初
は
な
べ
て
善
で

あ
る
人
の
心
が
悪
に
傾
く
の
は
︑
古
典
に
も
あ
る
吉
事
禍
事
の
往
か
ひ
で

あ
り
︑
八
十
禍
日
神
大
禍
日
神
の
穢
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
指
摘
す
る
︒

そ
れ
ゆ
ゑ
に
魂
が
穢
れ
な
い
や
う
に
﹁
神
直
日
神
大
直
日
神
の
清
め
直
す

吉
事
に
逢
ひ
て
直
く
正
く
明
く
浄
く
誠
な
る
も
と
つ
魂
﹂
に
返
る
や
う
に

努
め
る
こ
と
が
肝
要
と
説
く
の
で
あ
つ
た
︒
凶
事
が
八
十
禍
日
神
大
禍
日

神
の
穢
に
よ
る
と
考
へ
る
こ
と
は
本
居
宣
長
の
考
へ
の
踏
襲
で
あ
る
︒

三
つ
に
は
﹁
幽
顕
ノ
説
﹂
を
説
く
が
︑
天
皇
が
こ
の
現
し
世
の
事
を
知

食
し
て
︑
大
已
貴
神
が
幽
冥
界
を
司
る
と
は
︑
平
田
篤
胤
の
﹃
霊
の
真
柱
﹄

の
考
へ
に
拠
つ
て
ゐ
る
︒
幽
界
顕
界
に
つ
い
て
は
神
代
紀
や
出
雲
国
造
神

賀
詞
を
引
用
し
︑
そ
の
故
事
を
述
べ
︑
ま
た
﹃
日
本
紀
纂
疏
﹄
を
引
き
顕

事
と
幽
事
の
相
違
を
説
く
の
で
あ
つ
た
︒
ま
づ
顕
界
で
あ
る
現
世
で
は

﹁
顕
露
事
し
ろ
し
め
す
大
君
﹂
即
ち
天
皇
の
統
治
︑
そ
の
定
め
に
従
ひ
奉

り
︑
大
神
の
恵
み
給
へ
る
善
き
真
心
の
ま
ま
に
慎
み
︑
上
に
事
へ
下
を
慈

み
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
家
業
を
営
み
︑
神
の
御
徳
を
仰
ぐ
こ
と
が
常
の
人
道
で

あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
︒
ま
た
人
の
真
性
は
産
霊
の
大
神
の
霊
性
を
分
つ

た
も
の
な
の
で
︑
本
来
は
素
直
な
も
の
で
あ
る
の
だ
が
︑﹁
妖
鬼
有
て
﹂

人
の
道
を
乱
り
︑
素
晴
し
い
心
を
曲
げ
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
現
世
で
悪
事

を
す
れ
ば
︑
天
皇
は
こ
れ
を
誅
罰
さ
れ
る
の
で
あ
る
と
の
現
世
の
道
徳
を

説
く
の
で
あ
る
︒
次
に
幽
界
の
幽
事
に
つ
い
て
︑
死
後
の
霊
魂
は
消
滅
せ

ず
︑
幽
冥
に
行
き
大
已
貴
神
の
御
治
め
に
従
ひ
︑
そ
の
御
定
に
依
つ
て
子

孫
や
由
縁
あ
る
人
々
を
幽
界
か
ら
守
る
の
で
あ
る
と
説
く
︒
殊
に
現
世
で

表
に
現
れ
な
い
善
行
や
悪
事
は
そ
の
ま
ま
に
さ
れ
て
し
ま
ふ
が
︑﹁
幽
冥

事
を
治
め
給
ふ
大
神
は
其
よ
く
見
徴
し
ま
し
て
︑
現
世
の
報
を
も
賜
ひ
︑

幽
冥
に
入
た
る
霊
神
の
善
悪
を
糺
し
わ
か
ち
﹂︑
そ
し
て
﹁
産
霊
の
大
神

の
命
﹂
に
背
く
罪
犯
を
罪
し
︑
善
行
を
賞
で
た
ま
ふ
と
説
く
の
で
あ
つ
た
︒

そ
し
て
こ
の
全
て
が
﹁
こ
れ
産
霊
の
大
神
の
定
め
給
へ
る
幽
事
の
道
な
り

と
ぞ
︒﹂
と
言
ふ
の
で
あ
つ
た
︒
幽
界
顕
界
の
存
在
は
現
世
を
い
か
に
正

し
く
生
き
る
か
と
言
つ
た
道
徳
観
念
に
も
な
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
︒

四
つ
に
は
﹁
除
過
祓
除
ノ
説
﹂
を
説
く
︒
こ
こ
に
は
古
典
に
書
か
れ
る

伊
邪
那
岐
命
と
須
佐
男
命
の
故
事
を
引
き
︑
祓
・
禊
・
祓
物
に
つ
い
て
述

べ
︑
凶
事
を
祓
ふ
こ
と
の
重
要
性
を
述
べ
て
ゐ
る
︒
ま
づ
祓
に
つ
い
て

﹁
祓
と
い
ふ
は
身
の
都
美
を
祓
ひ
清
む
る
厳
重
き
行
に
て
其
根
本
神
代
に

始
れ
る
故
実
也
︒
﹂
と
言
ひ
︑
伊
邪
那
岐
命
の
黄
泉
の
国
か
ら
の
帰
還
の

後
に
︑
穢
れ
を
筑
紫
の
橘
の
小
門
に
お
い
て
祓
つ
た
こ
と
を
述
べ
︑
服
を

脱
ぎ
捨
て
て
海
水
で
身
を
滌
い
だ
こ
と
を
身
滌
︵
禊
︶
と
し
︑﹁
此
の
二

つ
祓
ひ
身
滌
の
故
実
の
根
源
也
︒
﹂
と
説
く
の
で
あ
る
︒
ま
た
高
天
原
で

村
上
忠
順
の
神
道
説
︵
中
澤
︶
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須
佐
男
命
が
悪
事
に
よ
り
︑
祓
つ
物
を
出
し
て
罪
を
贖
ひ
︑
ま
た
神
逐
ひ

さ
れ
た
故
事
を
も
挙
げ
︑﹁
祓
の
主
意
は
同
じ
故
︑
こ
の
二
神
の
御
故
実

ど
も
を
以
て
祓
身
滌
の
法
と
し
て
人
の
世
ま
で
も
行
へ
る
也
︒﹂
と
も
説

く
の
で
あ
つ
た
︒
重
要
な
の
は
こ
の
祓
・
禊
の
効
用
で
あ
つ
て
︑
伊
邪
那

岐
命
は
﹁
身
滌
し
た
ま
へ
る
に
因
て
貴
き
大
神
た
ち
﹂
即
ち
三
貴
神
を
生

み
︑
須
佐
男
命
は
そ
の
後
に
︑﹁
清
々
し
き
初
心
に
な
り
給
へ
る
﹂
の
で

あ
つ
て
︑
こ
こ
に
﹁
此
わ
ざ
の
大
功
あ
る
事
﹂
を
知
る
べ
き
で
あ
る
と
述

べ
る
︒
祓
・
禊
は
神
に
近
づ
く
た
め
に
身
を
清
め
る
こ
と
だ
け
で
は
な

く
︑
そ
の
こ
と
が
吉
事
に
結
び
付
く
の
で
あ
つ
た
︒
こ
こ
は
古
典
の
深
い

読
み
か
ら
齎
ら
せ
ら
れ
た
記
事
で
あ
ら
う
︒

最
後
に
﹁
神
随
ノ
説
﹂
で
あ
る
︒
日
本
書
紀
の
﹁
惟
神
﹂
を
引
き
﹁
惟

神
者
謂
随
神
道
亦
自
有
神
道
也
﹂
と
あ
る
註
を
引
い
て
︑﹁
現
御
神
と
称

へ
て
ま
こ
と
に
神
に
ま
し
ま
す
故
に
神
か
け
て
生
れ
ま
す
ま
ま
に
物
し
た

ま
ふ
よ
し
也
︒
﹂
と
言
ひ
︑
古
語
の
﹁
神
随
天
下
し
ろ
し
め
す
﹂
に
つ
い

て
﹁
天
照
大
御
神
の
大
御
心
を
大
御
心
と
し
て
万
事
神
代
に
定
ま
れ
る
跡

の
ま
ま
に
行
は
せ
﹂
ら
れ
る
こ
と
だ
と
説
く
の
で
あ
る
︒
こ
れ
が
忠
順
の

﹁
神
な
が
ら
﹂
の
考
へ
で
あ
る
︒
す
べ
て
が
神
慮
の
ま
ま
で
あ
り
︑
時
に

は
そ
れ
が
測
れ
な
い
場
合
に
は
﹁
御
卜
を
以
て
神
の
御
心
を
問
ひ
伺
ひ
﹂

を
す
る
の
で
あ
つ
て
︑
何
事
に
つ
け
て
も
独
断
を
な
さ
ら
な
い
の
で
あ
つ

た
︒
こ
れ
が
正
し
い
御
行
ひ
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
に
習
つ
て
天
皇
の
御
心

を
心
と
し
て
︑
朝
廷
を
恐
れ
畏
み
︑
掟
を
遵
守
し
自
己
の
賢
だ
て
の
了
簡

に
よ
ら
な
け
れ
ば
︑
世
は
治
ま
る
と
説
く
の
で
あ
る
︒
忠
順
は
﹁
こ
れ
を

神
の
道
と
い
ふ
べ
し
︒
﹂
と
述
べ
て
ゐ
る
が
︑
神
道
と
は
神
の
御
教
へ
の

ま
ま
に
あ
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
︒

六

以
上
︑
村
上
忠
順
が
明
治
初
期
に
書
い
た
神
道
説
を
資
料
と
し
て
紹
介

し
て
き
た
︒
本
来
歌
人
で
あ
り
︑
歌
言
葉
に
つ
い
て
の
造
詣
が
深
い
忠
順

に
と
つ
て
は
殊
に
こ
れ
と
言
う
た
神
学
的
な
考
へ
が
あ
つ
た
わ
け
で
は
な

い
が
︑
当
時
の
教
養
人
の
古
典
理
解
の
一
端
を
示
し
て
ゐ
る
と
言
へ
る
︒

そ
れ
は
宣
長
の
教
へ
で
あ
り
篤
胤
の
考
へ
で
あ
つ
た
︒
こ
れ
ら
の
教
へ
は

か
や
う
な
形
と
な
つ
て
明
治
初
期
の
神
道
の
理
解
に
役
立
て
ら
れ
た
の
で

あ
つ
て
︑
そ
の
こ
と
を
忠
順
の
営
み
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
︒
尤
も
こ
の
こ
と
は
早
く
か
ら
忠
順
が
身
に
つ
け
て
ゐ
た
こ
と
で
あ

り
︑
門
人
の
育
成
に
は
説
か
れ
た
可
能
性
が
あ
り
︑
殊
更
に
維
新
後
の
今

を
認
識
し
た
こ
と
で
は
な
か
つ
た
か
も
し
れ
な
い
︒

註

︵
１
︶
詳
し
く
は
三
宅
守
常
﹃
三
條
教
則
衍
義
書
集
成
﹄
参
照

︵
２
︶
忠
順
の
雑
録
で
あ
る
﹃
反
故
埋
﹄︵
村
上
家
蔵
本
︶
所
収
︑
但
し

こ
の
自
歴
記
は
い
つ
ど
こ
へ
提
出
し
た
か
は
不
明
で
あ
る
︒
委
細
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は
拙
著
﹃
村
上
忠
順
論
攷
﹄︵
平
成
二
十
六
年
刊
・
私
家
版
︶
に

よ
ら
れ
た
い
︒

︵
３
︶
著
作
期
は
幕
末
期
で
あ
る
と
思
は
れ
る
︒
初
編
の
刊
行
は
明
治
初

年
︒
こ
の
書
は
国
書
総
目
録
未
著
録
︒﹃
さ
と
し
草
﹄
の
初
編
二

編
は
拙
稿
﹁
村
上
忠
順
﹃
さ
と
し
草
﹄
に
つ
い
て
﹂︵
神
道
史
研

究
五
十
七
巻
一
号
︶
に
お
い
て
翻
刻
し
た
︒
ま
た
考
察
は
前
掲
拙

著
参
照
︒

︵
４
︶
神
教
叢
語
は
明
治
九
年
創
刊
︒﹁
神
道
教
導
ヲ
扶
﹂︵
第
一
号
緒

言
︶
︑
﹁
神
道
事
務
局
ノ
定
説
ニ
係
ル
ヲ
編
輯
ス
ル
﹂︵
第
七
十
六

号
緒
言
︶
︑
を
目
的
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
︒
忠
順
に
原
稿
依
頼
の

あ
つ
た
頃
に
は
既
に
十
五
号
程
刊
行
さ
れ
て
ゐ
た
︒︵
十
号
︑
九

年
十
二
月
一
日
刊
︒
十
八
号
︑
十
年
一
月
十
六
日
刊
︒︶
無
窮
會

神
習
文
庫
︵
井
上
賴
囶
旧
蔵
︶
に
創
刊
か
ら
一
〇
三
号
︵
明
治

十
三
年
四
月
︶
ま
で
の
中
の
︑
不
揃
ひ
の
四
十
五
冊
が
あ
り
︑
國

學
院
大
學
河
野
省
三
記
念
文
庫
に
は
八
十
一
号
・
八
十
二
号
︵
明

治
十
一
年
五
月
・
六
月
︶
ま
た
八
十
七
号
の
三
冊
が
あ
る
︒
十
一

か
ら
十
五
頁
程
度
の
週
刊
誌
︵
旬
刊
誌
︶
で
あ
つ
た
や
う
で
例
へ

ば
四
十
四
号
に
は
神
魂
ノ
設
︵
山
口
起
業
︶︑
四
十
五
号
に
は
幽

顕
説
︵
竹
崎
嘉
通
︶︑
八
十
一
号
に
は
祈
祷
ノ
論
︵
久
保
季
茲
︶

旧
事
記
ノ
弁
︵
同
人
︶
與
谷
川
淡
齋
︵
本
居
宣
長
︶︑
八
十
二
号

に
は
神
習
述
義
︵
山
崎
衡
︶
教
ノ
一
言
︵
久
保
季
茲
︶
開
闢
遅
速

ノ
論
︵
同
人
︶
が
載
る
の
で
︑
こ
れ
に
似
通
ふ
題
の
忠
順
の
こ
の

論
考
も
掲
載
さ
れ
て
ゐ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
︑
管
見
の
及
ん
だ

四
十
七
冊
に
は
未
載
で
あ
つ
た
︒
な
ほ
︑
﹁
神
道
学
﹂
一
〇
六
号

の
﹁
神
教
叢
語
﹂
に
つ
い
て
︵
大
間
茂
︶
を
参
照
︒

︵
な
か
ざ
は

の
ぶ
ひ
ろ
・
東
京
都
立
小
岩
高
等
学
校
主
幹
教
諭
︑

國
學
院
大
學
兼
任
講
師
︑
博
士
︵
神
道
学
︶)

村
上
忠
順
の
神
道
説
︵
中
澤
︶
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