
平
田
篤
胤
の
講
説

『
伊
吹
於
呂
志
』
を
中
心
に

前
　
　
田
　
　
　
　
　

勉

１

平
田
篤
胤

（
安
永
五
年

～
天
保
一
四
、
一
七
七
六

～
一
八
四
三
）

が
江

戸
の
庶
民
に
講
説

（
講
釈

）
し
て

い
た
こ
と
は
よ

く
知
ら
れ
て

い
る
。
養

子
鉄
胤

が
著
し
た

「
大

壑
君

御
一
代
略
記
」

に
よ

れ
ば
、
篤
胤

が
古

道
な

ど
の
講
説
を
始

め
た

の
は
、
文
化
六
年

（
一
八

〇
九

）
三

四
歳
の
時
で
あ

る
。

今
年

（
文
化

六
年
－

前
田

注
）
山

下
町

へ
移

り
玉

ヒ

テ
、

弘

ク
古

道
ノ
講
説

ヲ
始

メ
給
フ
。
次
々
儒
道
仏
道

、
オ
ヨ
ビ
諸
道
ノ
大
意

ヲ

講
ジ
玉

フ
。
。

こ
の
こ
ろ

の
講

説
は
二
年

後
の
文
化
八
年

（
一
八
一

二

三
六
歳

の
春

か
ら

、
「
古
道
大
意
」
「
俗
神

道
大

意
」
「
漢
学
大
意
」
「
仏
道
大

意
」
「
医

道
大
意
」
「
歌
道
大
意
」

と
し
て
ま
と
め
ら

れ
た
と

い
う
（
「
大
壑
君
御

一

代
略
記
」
）
。
こ

れ
ら
の
著
作
は
、
篤
胤
の
多
方
面

の
問
題
関
心
を
示
す
と

共
に
、
彼
の
古
道

の
い
わ
ば
入
門
書
と
し
て
位

置
づ
け
る
こ

と

が
で
き

る

も
の
だ

が
、
も
と
も

と
講
説
と
し
て
語
ら
れ

た
も

の
だ
っ
た
。
講
説
家
と

し
て

の
篤
胤
に
着
目
し
た
子
安

宣
邦
は
、
本
居

宣
長

の
講
義

が
「
限
定

さ

れ
た

、
有
資
格
の
受
講
者
を
前

提
に
し
た
語
り
」
で
あ
る
の
に
た

い
し
て

、

篤
胤

の
講
説
が
「
一
つ
の

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
し

て
、
直
接
的
で

具
象

的

な
思

想
提
示

の
あ
り
方
」

で
あ

っ
て
、
「

そ
の
語
り

囗
に

お
い
て
一

般
的

な
都
市

住
民
を
包
括
し
た
聴

衆
に
開
か
れ
た

性
格
」

を
も
っ
て

い
た
と

指

摘
し

、
そ
の
思
想
史
的
意
義

に
つ
い
て
、
次

の
よ
う
に
説

い
て

い
る
０
。

篤

胤
の
〈

講
説

〉
が
心
学
〈

道
話

〉
の
よ

う
に
実
際

に
一

般
的
民

衆

を

聴
徒
と
し
て
も

っ
た
か
ど
う
か

が
、
こ
こ

で
問
わ

れ
る
こ
と
で

は

な
い
。
む
し
ろ
〈
語
り

の
受

け
手

〉
と
し

て
一
般
的
民
衆
を

聴
徒

と

し

て
も

ち
う

る
言

説
の

性
格

が
問

題
な

の
で

あ
る

。
そ
し

て
そ

の

〈

語
り

の
受
け
手

〉
を
予

想
し
、〈

受
け
手

〉
に
己
れ
を
同
化

さ
せ

な

が
ら

そ

の

期

待

に
応

え

う

る

言

説

の
型

を

も

っ

て

語
り

始

め

た

〈
語
り
手
〉
の
出
現
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
宣
長
国
学
の
受
容
を
通

じ
て
自
ら
の
国
学
を
形
成
し
よ
う
と
す
る
篤
胤
は
、
ま
ず
己
れ
を

「
古
道
」
の
「
大
意
」
の
俗
語
的
な
〈
語
り
手

〉
と
し
て
出
現
さ
せ

た
の
で
あ
る
。
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子
安
は
、
こ
こ

で
、
「
〈

語
り
の
受

け
手

〉
を
予
想
し

、〈

受
け
手

〉
に

己
れ
を
同
化

さ
せ

な

が
ら
そ

の
期
待

に
応
え

う
る
言
説

の
型

を
も
っ
て
語

り
始
め
た
〈
語

り
手

〉
の
出
現
」
自

体
の
事
件

性
を
摘
出

し
、
さ

ら
に
、

「
神
代
」

の
講

説
を
促
し

た
も
の

が
、
宣
長

の
『
古
事
記
伝

』
に

お
け
る

「
新
た
な
「
神
」

に
つ

い
て
の
語
り
出
し
」

で
あ
っ
た
と
論

じ
て

い
る
。

こ

の
子

安
の
卓
越
し
た
篤
胤
論

に
示

唆
を
受
け
て
、
本
稿
で

も
、
講
説

が
「〈

語
り

の
受

け
手

〉
を
予
想
し

、〈
受

け
手

〉
に
己

れ
を
同
化

さ
せ
な

が
ら
そ
の
期

待
に
応
え

う
る
言
説
」
だ

っ
た
と
い
う
特
性

に
注
目

し
た

い
。

と

い
う
の
は
、
講
説
に
お

い
て
「
〈
語
り

の
受

け
手

〉
を
予
想
し

、〈
受

け

手

〉
に
己

れ
を
同
化

さ
せ
」

る
と
き

、
語
り

自
体
の
内
容

が
〈

語
り
の
受

け
手

〉
の
期

待
に
よ
っ
て
深
く
規
定

さ
れ
る
こ
と
に
な

る
た

め
に
、
思
想

の
あ
る
側
面

が
こ

と
さ
ら
に
拡
大

・
強
調

さ
れ
る
結
果
、
書
か

れ
た
書
物

で

は
、
と

ら
え

る
こ

と
の
難
し
か
っ

た
も

の
が
は
っ
き
り
と

浮
か
び
上
が

っ
て

く
る
か
ら
で

あ
る
。
そ
れ
を
照
射
す

る
こ

と
で
、
こ

れ
ま
で

の
篤
胤

研
究
と

は
異

な
る
篤
胤
像
を
提
出
す

る
こ
と

が
で
き
る
の
で

は
な
い
か
と

思

わ
れ
る
。

本
稿
で

は
こ
う

し
た
問
題
意
識
か
ら

、
篤

胤
の
代
表
的
な
講

説
本
の
一

つ
で
あ
る

『
伊
吹

於
呂
志
』

に
焦
点
を

あ
て
て
み

た

い
。
。
こ

の

『
伊

吹

於
呂

志
』
は
、
「

拙
者
は
、
毛

虫
と
、

仏
と
、
死

ぬ
こ
と

は
、
き
つ

い
き

ら
ひ

ぢ
や
」
（
巻
下

、
一
五
八

頁
）
、
「

ど
う
し
て

も
速
く
そ

の
極
楽
へ

行

た
が
る
人
の
気

が
知
れ
ぬ

。
極

楽
よ
り

此
の
世

が
楽
み
だ
」
（
巻
下

、
一

五
九
頁
）
と

い
っ
た
、
篤
胤
の
歯
切

れ
の
よ

い
、
生
の
声
を
聞

く
こ
と

が

で
き

る
こ
と
で

、
よ

く
知
ら
れ
て

い
る
も

の
で
あ
る
。
篤
胤
は
こ

の
講
説

の
な
か
で

、
儒

学
を
は
じ
め
、
仏

教
、
俗
神
道
、
蘭

学
な
ど
の
同
時
代

の

諸
学

問
を

徹
底
的

に
批

判

・
排
斥
す

る
こ

と
を

通
し

て
、
「

皇
国

の
学
」

の
優
位
性
を

説
き

明
か
し
て

い
る
。
注
目
す

べ
き

は
、
こ

う
し
た
白
黒
を

は
っ
き
り

さ
せ

る
篤
胤

の
学
問
批
判

が
、

講
説
と

い
う
場
だ
か

ら
こ
そ

、

き
わ
め
て
意

識
的
に
な
さ
れ
て

い
た
と

い
う
点
で
あ

る
。
子

安

が
指
摘
す

る
よ
う

に
、
篤
胤

は
講
説
の
受
け
手

を
予
想
し
な

が
ら
学
問
批
判
を
し
て

い
る
の
で
あ

る
。

拙
者
の
講
釈
の
、
厳
う
強
い
は
ど
う
し
た
こ
と
ぢ
や
、
と
思
は
る
ゝ

人
も
有
う
が
、
講
釈
は
常
と
は
違
っ
て
、
は
ツ
き
り
と
其
言
を
、
人
　
　

に
聞
取
ら
せ

ん
と
す

る
が
趣
意

の
も
の
故
、
き

び
し

く
云

は
ん
で
は

、

人
の
心

に
入

り
に
く

い
故
の
こ
と

で
御
座

る
。
（
巻
下
、
一
五
四
頁
）

「
は
ツ
き
り
と
其
言
を
、
人
に
聞
取
ら
せ
ん
と
す
る
趣
意
」
の
も
と
で

な
さ
れ

る
講
説
で

は
、
た
と
え

ば

、
こ

れ
を

聞
く
受
け
手

は

、
「
古
道
と

仏
道
の
大

意
を
能

く
聞
弁
」

る
こ
と

に
よ

っ
て

、
「
地

獄
極
楽

の
妄
説

に

惑
は
ず
」
、
「
大
和

心
を

ば
、
い
か

に
も

く

堅
く
衝

立
て
物

に
惑
は
ず

、

動
せ
ぬ
」
（
巻
下

、
一
五
五

頁
）
こ
と

が
で
き

る
よ
う

に
な

る
と

い
う

の

で
あ

る
。
篤
胤
は

、
「〈

語
り

の
受
け
手

〉
を

予
想
し

、〈

受
け
手

〉
に
己

れ
を
同
化
さ
せ
な
が
ら
そ
の
期
待
に
応
え
う
る
」
〈
語
り
手
〉
と
な
る
こ

と

に
、
き
わ
め
て

自
覚
的
・
意
識

的
だ
っ
た
の
で
あ

る
。
『
伊
吹
於
呂
志
』

は
そ
う
し
た
「
受

け
手
」

を
予
想
し

た
講
説
の
特
性

を
端

的
に
示

し
て

い

る
点
で
、
き
わ

め
て

注
目
す

べ
き
で

あ
る
。

で
は
一

体
、
『
伊

吹
於
呂
志

』
の

講
説
は
ど

の
よ
う

な
〈

受
け
手

〉
に

た
い
し
て
な
さ

れ
た
も
の
だ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
弟
子

の
小

島
元

吉

・
千
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本
末
吉
周
の
記
し
た

『
伊
吹

於
呂

志
』
序
文
に
よ
れ

ば
、
こ

の
も
と
に
な

っ
た
講

説
は
文
化

一
〇
年

（
一

八
一
三
）
三

八
歳
こ

ろ
に
、
「
人

々
需
の

に
依
て
、
囗

づ
か
ら
講
聞
せ

ら
れ
、
或
は
記
し
て
も
見
せ
給

ま
る
物
」
で

あ

る

。
下
巻
の
冒
頭

、
篤
胤
自

身
、
こ

の
間

の
経
緯

を
具
体
的

に
述

べ

て
い
る
。

各
々
が
た
、
孰
も
是
ま

で
、
篤
胤
が
負
気
な
く
も

、
古

道
の
大
意
よ

り
次

々
、
医

道
ま

で
の
表
会

を
立
置
て

、
演
説

い
た
し
た

る
趣
を

、

と

ツ
く
り
と
御
聞

の
上

、
つ
ぶ
さ
に
御
会
得
あ

ツ
て

、
な
ほ
厚
く
古

へ
の
道
を
信

ぜ
ら
れ
て

、
各
々
名
簿
を
投

ぜ
ら

れ
、
斯

や
う
に
内
会

ま
で
も
出
席
さ

る

二

」
と
、
（
巻
下
、
一
五
一
頁
）

『
伊
吹
於
呂
志
』

の
講

説
は
、
「
表
会
」
の
「
古
道
大
意
」
以

下
の
大
意

の
「
演

説
」

を
聞

い
て
、
古

道
を
信
じ

た
者
が
、
篤

胤
に
名

簿
を
出
し

て
「
門
人
」
（
巻
下

、
一
五
二

頁
）
に
な
っ
た
う
え
で

、
「
内

会
」
で
な

さ

れ
た
も
の
で
あ
っ
た

。
換

言
す
れ
ば
、
こ
の
講
説
は

、
古

道
に
つ

い
て

一

定
の
理
解
を
も
っ
た
〈
受
け

手

〉
に
た

い
し
て
な
さ

れ
た
も
の
だ
っ
た

の

で
あ

る
。
江
戸
の
庶
民

の
な
か
で
も
「
古
道
大
意
」

な
ど
の
概
説
を
聞

い

た
者
た
ち
が
、

さ
ら

に
学

問
を
深
め
よ
う
と
す

る
際

、
儒

学
や
仏
教
な

ど

の
既
成
の
諸
学
問
の

な
か
で
自
己

を
見
失
わ
な

い
よ
う

、
そ
れ
ら
の
間
違

い
を
「
き

び
し
く
云
」
（
前
出
）
つ
て
、
古
道
へ
の
強

い
意

志
、「
大
和
心
」

を
喚
起
さ
せ
よ
う
と
し

た
も

の
だ
っ
た
の
で
あ

る
。

本
稿
で
は
、
こ

の
『
伊

吹
於
呂

志
』
を
分
析
す

る
こ

と
に
よ
っ
て

、
篤

胤
の
思
想
の
一
側
面

を
見

て
み
た

い
。
具
体
的

に
い
え

ば
、
篤
胤
は
講

説

の
な

か
で
、
江
戸

の
庶
民

に
む
け

て
、
「

皇
国
の
学
」

の
優
位

性
を
説
き

明
か
す
こ
と
で
、
自
ら
が
「
皇
国
の
人
」
で
あ
る
こ
と
を
意
識
さ
せ
、

「
皇
国
の
道
」
に
し
た
が
っ
て
生
き
て
ゆ
く
こ
と
を
決
意
さ
せ
よ
う
と
し

た
。
篤
胤
は
一
体
、
ど
の
よ
う
な
論
理
に
よ
っ
て
、
太
平
の
逸
楽
の
な
か

に
ど
っ
ぷ
り
つ
か
っ
て
い
る
江
戸
の
庶
民
の
な
か
に
、
「
大
和
心
」
を
意

識
化
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
、
『
伊
吹
於
呂
志
』
と

ほ
ぼ
同
じ
こ
ろ
に
書
か
れ
て
い
る
主
著
『
霊
の
真
柱
』
か
ら
は
見
え
に
く

い
、
何
か
が
浮
か
び
上
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か

。
『
霊
の
真
柱
』

の
冒
頭
、
篤
胤
は
た
し
か
に
「
こ
の
築
立
る
柱
は
も
、
古
学
す
る
徒
の
大

倭
心
の
鎮
な
り
」
剛
と
述
べ
、
「
大
倭
心
」
を
説
い
て
は
い
る
か
、
江
戸

の
庶
民
と
い
う
〈
受
け
手

〉
を
予
想
す
る
講
説
の
場
だ
っ
た
た
め
、
『
霊

の
真
柱
』
に
お
い
て
は
端
緒
的
に
し
か
見
え
な
か
っ
た
思
想
の
一
側
面
が

あ
ら
わ
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
考

え
て
み
た
い
。

２

『
伊

吹
於
呂

志
』

は
篤
胤
の
学

問
論
と

も

い
う

べ
き
書
物
で

あ

る
が
、

ま
ず
、

学
問
を
す

る
学
者

に
つ
い
て
、
篤
胤

が
ど
の
よ
う
な
考
え
を
語

っ

て

い
る
か
を
見

て
み
よ

う
。
よ

く
知
ら

れ
て

い
る
よ

う
に

、
江

戸
時
代

、

学
者

の
社
会
的
な
地
位
は

そ
れ
ほ
ど
高

い
も

の
で

は
な
か
っ
た

。
学

者
は

俳
諧
者

・
歌
道
者
ら
と
と
も

に
、
芸
能
者

の
一
つ
と
み
な
さ

れ
る
こ
と

が

あ

っ
た
か
ら
で

あ
る

。
そ

の
た
め
、

学
問
は
家

業
（
生
業

）
の
傍
ら

に

行
う
も

の
だ
と
す

る
考
え

が
、
い
わ
ば
社
会

の
通
念
と
し
て
広
か

っ
て

い
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た

。
そ
の

際
、
『
論

語
』

の
「
行
有
二
余
力

Ｉ
、
則
以

学
レ
文
」
（
学
而

篇

）

の
一
節

が
し

ば
し

ば
引

照
さ
れ
た

。

「
下
な

る
者
は
、

か
に
も

か
く
に
も
た

ゞ
上

の
お
も
む
け
に
従
ひ
居

る

こ
と

、
道
に
は
か

な
へ
れ
」
（
『
直
毘
霊
』
）
と
説

い
た
本
居

宣
長

が
、
そ

う
し
た
社
会

の
通
念

に
従

っ
て
い
た
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な

い
。
宣
長

は
、

儒
者

が
専
門
職
業
化
し
て

い
る
こ

と
に
た

い
し

て
、
あ
く
ま
で
学
問

は
家

業
＝
生

業
の
傍
ら

に
な
さ
れ

る
べ
き
も

の
だ
と
考
え

て

い
た

。
「
家
の
業

な
怠

り
な
そ

ね
雅

び
士
の

、
歌

は
詠
む
と

も

書
は
読
む

と
も
」
0
0（
『
鈴

屋
集

』
巻
九

）
と

い
う
詠

歌
は

、
そ

の
端
的

な
表
現

だ

っ
た
。

宣
長

が

『
う
ひ
山

ふ
み
』
の

な
か
で
、

初
学
者
に

た
い
し
て

、
学
問
を

始
め

る
こ

と
が
早

い
人
も
、
遅

い
人
も

、
暇
の
あ
る
人
も

、
無

い
人
も
、
と
も
か
く

怠
り
な

く
、
励
め
ば
そ

れ
相
当

の
成
果

が
あ
る
、
と

戒
め
て

い
た
の
も

、

学
問
は
家
業
の
傍
ら
で
行
う
も

の
だ
と

い
う
大
前
提

が
あ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
事
実
、
宣
長
自
身

、
医

者
の
傍
ら
で
学
問
を

続
け
た
こ
と
は
周
知

の

通
り
で
あ
る
。

篤
胤
も
『
伊

吹
於
呂
志
』
の
講
説
の

な
か
で

、
こ

の
歌
を
取
り
上
げ
て

、

次
の
よ
う
に
宣
長
の
考
え
を

敷
衍
し
て

い
る
。

吾

が
師

の
身

ま
か

ら
れ
ま
す

る
期
に
、

数
百
千
人

あ
る
弟
子

等
に

。

云

ひ
貽

さ
れ
た
る

歌
に
、
「
家

の
業
勿

怠
り
そ

ね
雅
び
士

の
、
歌
は

詠
む
と
も
書
は
読
む
と
も
、
」
と
詠
お
か
れ
ま
し
た
が
、
家
の
業
と

云
ふ
は
、
各
々
お
互
ひ
夫
々
に
、
仕
来
っ
て
あ
る
家
業
の
こ
と
、
雅

士
と
云
は
、
是
で
は
、
古
の
道
を
学
ぶ
人
を
さ
し
て
、
言
れ
た
も
の

で
、
一
首
の
意
は
、
古
へ
の
道
を
学
ぶ
雅
士
の
輩
は
、
古
へ
の
道
を

学

ん
で
、
歌
を
詠
み

書
物
を
読
は
、

い
と

く

宜
し
き
こ
と

な
れ
ど

も

、
其
の
歌
読
む
こ
と

や
、
書
読
む
こ
と

ば
か
り
に
か

ゝ
ら
ひ

泥
ん

で

、
か
ん
じ

ん
な

る
、
家
の
業
は
ひ
を

怠
る
な
。
夫
で

は
却
て
、
道

に
違
ふ
こ
と

ぢ
や
ぞ
よ
、
と
云

の
意
で
御

座
る
。
此

の
歌
を
、
末
期

に
書
遺

さ
れ
た

る
こ

と
、
先

師
の
深

き
心
有

て
致

さ
れ
た
こ
と

で
、

何

に
付

て
も
、
人
は

家
業
が
大
切
で
御
座

る
。
（
巻
上

、
一
一
五
頁
）

た
だ

注
意
せ

ね

ば
な
ら

な

い
の
は
、
「
人

は
家

業
が
大

切
で

御
座

る
」

と
言

い
な

が
ら
も
、

す
ぐ
後

に
、
篤
胤
自

身
は

、
「
拙
者
も

今
は

、
学
問

を
委
く
せ

ん
と
、
書
物
を
弘

く
よ
む

が
、
家

業
で

あ
る
故

、
出

精
し
た
し

ま
す
」
（
同
右

）
と

説
い
て
、
学

問
を
す

る
こ
と

が
自
ら

の
「
家
業
」

で

あ

る
と

述
べ
て
、
聴
衆

に
向

け
て
「
家
業
を
怠
り

な
き
や
う

に
有
た

い
も

の
で

御
座

る
」
（
同
右

）
と
付

け

加
え
て

い
た
こ
と

で
あ

る

。
篤
胤

は
、

古
学

の
専
門
学
者
で
あ

る
と
自

認
し
て

い
る
の
で

あ
る
。
こ

の
点

、
あ
く

ま
で
学

問
を
家
業
の
傍
ら

に
置
い
て

い
た
宣
長
と
異

な
っ
て

い
た
。
と

い

っ
て
、

篤
胤
の
学
者

に
た

い
す
る
考
え

は
屈

折
し

て

い
る
。
彼
自

身
は
学

者
で
あ

る
と

自
認
し
つ
つ
も

、
自

分
も
ま
た

「
学

者
ぎ
ら
ひ
」

で
あ
る
と

語
っ
て

い
る
か
ら
で
あ

る
。

拙

者
も
、
ま

づ
は
学

者
で

有
ま
す

が
、
実

の
所
は
、
世

の
学
者
等
の

学

び
方
、
教
へ
か
た

、
行

状
ま
で

が
、
大

か
た
は
気

に
入

ら
ぬ
こ

と

ば

か
り

で
、
此
方

の
目

か
ら
見
る
と
、
結
句

書
も
読
ま

ぬ
人

よ
り
は
、

行
ひ

も
宜
し
か
ら
ず

。
生
ご
し
や
く
で

、
い
や
ら
し
く
見
え

ま
す
か

ら

、
拙
者
は
と
か
く
学
者

ぎ
ら
ひ

で
、
と

ん
と

江
戸

の
学

者
づ
き
合

ひ

な
ど
を
、
致
し
た
こ
と

が
な

い
。
（
巻
上

、
一
一
四
頁
）
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そ
の
た
め
、
「
学
者
ぎ
ら
ひ
」

で
あ

る
に
も
か
か

わ
ら
ず

、
学
者
で
あ

る
自
分
自
身

を
、
篤
胤
は
「
畸
人
」
で
あ

る
と
自
己

規
定
す
る
。

と

に
か

く
に
学
者
と
、
者
の
字
を
著
て
云

は
れ
る
や
う
で
は
、
常

の

人
と
異

な
つ
て

を
る
か
ら
、
云

は

ゞ
畸
人

に
さ
れ
る
の
で
、
余
り
面

白
く
は

な
い
こ

と
で
御
座
る
。
ぢ

や
に
依
て

、
各

々
方
も
、
必

ず
と

も

に
、
学

者
に
な
ら
う
な
ど

ゝ
は
思
は

れ
ず
、
只

々
拙
者
一
人
を

畸

人

に
し
て

、
其
云

ふ
実
の
こ
と
を
聞
取
て

、
我

物
と
な
し
、
古
へ

の

道
を
知
て

、
踏

違
へ
ず
、
物
に
惑
は
ず

、
正

道
の
人
と
云

は

れ
る
や

う

に
致

さ
る

ゝ
が
よ
い
。
其
の
代
り
拙
者

一
人

が
引

か

ぶ
っ
て
書

を

読
み

、
真
の

道
、
真
の
事

を
学

び
取
て

、
有

の
儘
に

囗
う

つ
し

に
、

御
伝
へ
申

す
で

御
座
る
。
（
巻
上
、
一
一
四

～
一
一
五
頁
）

「
者

の
字
」

の
付

く
者
た
ち
は
「
常

の
人
と
異
」

な
っ
て

い
る
と

す
る

同
時
代

の
通
念

を
共

有
し
な
が
ら
も
、
篤
胤

は
あ
え

て
「
学
者
」
と

な
っ

て
、
「
拙
者
一
人
」
「
畸
人
」

と
な
る
こ
と
を
意

志
的
に
選
択
し
宣
言

す
る

の
で
あ

る

。

実
は

、
こ

の
古
学

を
学
ぶ
「
学
者
」

の
専
門
職

業
化

は
、
宣
長

の
次

世

代
共
通

の
問
題
で

あ
っ
た
。
先
に
述

べ
た
よ
う

に
、
宣
長
は
、
あ
く
ま

で

学
問
は
家
業

＝
生
業
の
傍
ら
で
す

べ
き
も

の
で

あ
る
と
、
学
者
の
専

門
職

業
化
を
否
定
し
て

い
た
の
だ
が
、
古
学

の
一
定

の
普

及
の
な
か
で

、
古

学

を

教
え

る
こ

と
で

生
計

が
立
て

ら
れ

る
よ
う

に
な

っ
て

い
た
か

ら
で

あ

る
。
専
門
職

業
化

は
篤
胤
だ
け
の
問
題
で
は

な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
宣
長

の
後
を
継

い
だ
養
子

、
本
居
大
平
も
ま
た

、
「
家

の
業
」

の
歌
を
引

い
て
、

学
者

の
専
門

職
業
化

に
た

い
す

る
疑
問

に
答
え

ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
。

或
人
間
ひ

け
ら
く
、
学
問

に
も
せ

よ
、
そ
れ
を

本
業
に
た
て

ゝ
世
を

渡
る
人
は
、
道
の
本
意
に
あ
ら
ざ
る
よ
し
、
つ
ね
に
鈴
屋
大
人
の
い

は

れ
た
る
。
そ
は
皇
国
は

、
漢
国
と
は
ち

が
ひ
て

、
学
問
と

い
ふ
事

は

、
政
事

の
要

に
あ
ら

ず
で

、
世
の
を

さ
ま

る
を

さ
ま
ら

ざ
る
は

、

学

問
事
に

は
か

ゝ
は

ら
ぬ
事

な
れ
ば

な
り

。
さ

れ
ば
鈴
屋

大
人
は

、

古

学
を
表
に
は
た
て
ら

れ
ず
、
世
を
わ
た

る
業

に
は
医

術
を
行
ひ
て

、

学

問
の
か
た
は
、
自
己

の
す

き
こ

の
む
こ

ヽ
ろ
の
ま

ヽ
に
て
、
物
せ

ら

れ
た
り
。
そ
は
ま
こ
と

に
和

漢
古
今

に
わ

た
り
て
、
道
の
本
意

た

る
べ
き
事
な
り
。
し
か

る
を

、
そ
の
学
問

の
を
し
へ
を
う
け
て

、
も

つ
ぱ
ら
古
学

を
こ

の
む

と
も

が
ら
、
も
と

よ
り
鈴

屋
の
門

人
に
て

、

別

に
本
業
と
て
た
て
た

る
家

の
業
も
な
く

、
た
ゞ
ひ

と
へ
に
学
問

の

み

を
し

て
、

あ
ま

た
の

弟
子

を

し

た
が
へ

、
専

著
述

を
あ

ら
は
し

つ
ヽ
、
そ
れ
が
助
に
よ
り
て

、
は
っ

く

に
世
を
わ
た
る
輩

、
ち

か

き
こ

ろ
は
そ
こ
か
し
こ

に
聞

ゆ
る
は
、
古
学

者
も
ま
た
本
意
を
う
し

な
ひ

て
、
よ
の
つ
ね

の
漢
学

の
輩
に
こ
と

な
る
事
な
き
は
、

い
か

に

と

と
へ

る
に
、
答
云

、
実

に
此
あ
げ

つ
ら
ひ

は
よ
く

い
は
れ
た
り

。

故

翁
の
本
意
に
あ
ら
ざ

る
こ

と
は
、
こ

の
論
の
ご
と
く
に
し
て

、
た

が
ふ
事
な
し
。
も
と
よ
り

の
本
業
と
す

る
事

は
、
道
の
本
意

を
う

し

な
ひ

た
る
事
な
り
。
し

か
れ
ど
も
、
今
こ

の
ま
こ

と
の
道
を
ひ

ろ
く

人
に
を
し
へ
む
と
思
ふ
こ
ヽ
ろ
を
本
意
と
す
れ
ば
、
お
の
が
う
へ
の

身

を
す
て

ヽ
も
、
世

を
直
き
か
た
に
せ

ん
と

思
ふ
な
れ
ば

、
本
意

に

は
あ
ら
ね
ど
、
か
く
て

あ
る
な
り
。
今
此

道
を
た
て
ん
と

お
も

ふ
に

は
、
身
ひ

と
つ
を
か
へ
り

み
る
事
の
あ

た
は
ざ
る
な
り
。

猶
次

の
論
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の
お
も

ぶ
き
に
て

、
な

ぞ
ら
へ

し

る
べ
し

。
（
本
居
大

平

『
古
学

要
』
、
文
化
六
年
）

大
平

は
、
「
漢
学

の
輩
」

と
同

様
に
、
学

問
を
「

本
業
」

と
す

る
こ

と

は
「
道
の
本
意
を
う
し
な
ひ

た
る
事
」

で
あ

る
と

、
養
父

宣
長

の
意
見
に

従
う
一
方
で
、
「
し
か

れ
ど
も
」
と

続
け
て
、
「
本
意

に
は
あ
ら
ね
ど
、
か

く
て
あ
る
な
り
」
と
す

る
。
大
平
自

身
が
紀
州
徳
川
家

に
仕
え

て
、
古
学

者
と
し
て
専
門
職
業
化
し
て

い
る
わ
け
で
あ

る
か
ら

、
こ

の
よ
う
な
歯
切

れ
の
悪
さ
が
あ
っ
た
と

い
え

る
。
こ

の
大
平
に
比

べ
る
時

、
篤
胤
の
場
合
、

学
者
と
し
て
専
門
職
業
化
す

る
こ
と

に
た

い
し
て
、
決
然
と

し
て
い
た
。

こ
こ
に
は
、
『
伊
吹
於
呂
志
』

冒
頭

、
自
ら
語

る
よ
う

な
、
「
幼
少
の
時

よ
り
、
万

に
勝
っ
て
、
書
物
を
読
こ

と
が
好
で
、
漸

々
物
心

を
弁
る
時
分

に
、
思
ひ

ま
し
た
に
は
、
及

ば
ず
な
が
ら
も
、
何
と

ぞ
し
て

、
学
問
を
以

て
、
世

に
名

を
輝
し
、

功
を
立
ば

や
と
志
」
（
巻
上

、
一

二
二
頁
）

し
た

篤
胤
の
強

い
意
志
と
と
も

に
、
「
其

の
代
り
拙

者
一
人

が
引

か

ぶ
っ

て
書

を
読
み
、
真
の
道
、
真
の
事
を
学

び
取

て
、
有
の
儘

に
囗
う

つ
し
に
、
御

伝
へ
申
す
で

御
座
る
」
（
前
出
）
と

あ
る
よ
う

に
、
書

物
を
読
む
こ
と

の

で
き

な
い
者

の
代
わ
り

に
な

る
の

だ
と

い
う
自

負
心

・
責
任

感

が
あ
っ

た
。篤

胤
は
、
「
書
物
も
余
程
読
み

、
か
つ
隙
も
あ
る
人
」
（
巻
上

、
一
一
四

頁
）
で
あ

る
「
上
等
の
人
」

と
「
書

を
見
る

暇
も
な

い
」
（
同
右
）
無

学

な
「
中
等
の
人
」
に
分
け
て
、
後
者

に
講
説
す
る
の
だ
と

い
う

。
篤
胤
は
、

「
中
等

の
人
」

と
は
「
世
に
た
ん
と
有

る
無
学
の
人
、
ま
た
真

の
こ

と
を
、

知
り
た
く
思
ふ
志
は
有
な

が
ら
、
書

を
読
で
居
る
隙
も
な

い
、
と
云

や
う

な
人

」
（
同

右

）
で

あ

る
と

す

る
一
方

で

、
な

ま
じ

書

を
読

ん
で

い
る

「
上
等

の
人
」

よ
り
は
、
「
結
句
生

心
も
著
て
居
ら

ず
、
負
惜
み
も

な
く
」
、

「
朴
に
道
を
聞

と
る
こ
と
」
（
同
右

）
が
で
き

る
の
だ
と

い
う
。

熟

々
世
の
中
を
見
ま
す

る
に
、
書
物
も
読

る
、
暇
も
あ
る
、
と
云

や

う

な
、
上
等

の
人
は
少
く
、
か
つ
夫
ら

は
、
却
て

生
心

が
著
て
居
て

、

諭
し

に
く

二

負
惜
み
な

ど
も
差
添

ひ
、
質
朴

に
道
を
聞
と

る
こ
と

は

、
結
句

出
来

ぬ
も

の
で

有
ま

す
か

ら
、
夫

は
捨

措
き

、
（
巻
上

、

一
一
四
頁

）

こ
こ
で

、
篤
胤
は
、
「
無
学

の
人
」

は
無
学
で
あ

る
が
故
に
、
「
上
等

の

人
」

よ
り

は
、
か
え

っ
て
素
直
で

純
朴

で
あ

る
と
価

値
の
転
倒
を

は
か

っ

て

い
る
と

い
え

る
だ
ろ
う

。「
凡
人

の
朴

な
人
」
（
同
右
）
と
あ

る
よ
う

に
、

聴
衆
で
あ

る
「
無
学
な
人
」
の

優
越

感
を
く
す
ぐ

っ
て

い
る
わ
け
で
あ

る
。

こ
う

し
た

「
生
心

が
著
て

居
」

る
「
上
等

の
人
」

へ
の
批
判

は
、
『
伊

吹
於
呂
志
』

の
な
か
で
、
そ

の
ま
ま

漢
学
者
へ
の
反

感
に
つ
な

が
っ
て

い

る
。

な
ま
じ
書

物
を
読

ん
で

い
る
た
め
に

、
「
皇
国

の
人
」
で

あ
る

（
所

属
し
て

い
る
）
こ

と
を
忘
れ
て
し
ま

う
の
だ
と

い
う

攻
撃
と
な
っ
て

い
る

の
で
あ

る

（
こ

の
点
は
後

に
述

べ
る
）
。
こ
こ

で
想
起

す

べ
き

は
、
本
居

宣
長
が
、
若
き

日
に
京
都
に
遊
学

中
、
学
ん
だ
こ
と
で

有
名
な
堀
景
山

の

『
不

尽
言
』

の
一
節
で
あ
る
。

無
学

の
人
も

、
そ
の
内
心

に
は
学
文

せ
ね
ば
な

ら
ぬ
も
の
と
知
り

な

が
ら

、
我

慢
の
心
か
ら
し
て

、
学
者
に
こ
な

さ
れ
卑
下
を
と

る
事

を

無
念

囗
惜
き

事
と
鬱
憤
し
て

、
か
の
学
文
し
て

高
慢
に
な
り
、
人

柄

あ
し
く

な
り

た
る
人
を
見
出
し
て

は
、
そ
り
ゃ
こ

そ
学
文
を
し
だ
て
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す

れ
ば
、
皆
あ

の
や
う
に
け

つ
く
人

が
ら
わ
る
く

な
る
に
よ

つ
て
、

あ

れ
で

は
一
向

学
文

の
な
い
方
が
、
く
は
つ
と
ま
し
也
と

い
ひ

、
又

は
学
文

は
唐

の
事
な
れ
ば
、
我
邦
は
も
と
武
国

に
て

、
武
を
以

て
治

ま
り
た

る
事

な
れ
ば
、
畢
竟
間
に
あ
は
ぬ
事
、
武
士

は
武
士
の
道
と

云
も
の
あ
っ
て

、
な
ま

ぬ
る
き
儒
者
の
青
表
紙

の
上

な
ど
に
て
云
ふ

事
は
、
国
家

は
治
る
も

の
に
て
は
な

い
な
ど

ヽ
云

ふ
輩
あ
り
卵
。

景
山

は
、
「
無
学

な
人
」

が
学

問
な
ど
し

て
い
る
と

「
人

が
ら

わ
る
く

な

る
」
と

い
う
批
判

を
す
る
の
だ
と
看
破
す

る
。
景
山

に
よ

れ
ば
、
こ
の

よ
う

な
批
判

を
す

る
者
も

、
内
心

で
は

、
「
学
文

せ
ね

ば
な

ら
ぬ
も

の
」

と
は
思
っ
て

い
る
も

の
の
、
学
者
に
「
卑
下
を
と

る
事

を
無

念
口
惜
き
事

と
鬱
憤
」
す

る
劣
等

感
か
ら
、
学
問
な
ど
し
な

い
方

が
よ

い
と

い
う

。
さ

ら
に

、「
学
文
は

唐
の
事
」

で
あ
っ
て
、
「
我
邦
は
も
と

武
国
に
て
、
武
を

以
て
治
ま
り

た
る
事
」

だ
と

、
中
国
と
日
本
の
違

い
を

持
ち
出
し
て
、
無

学
で

あ
る
こ
と

を
正

当
化
す

る
と

い
う

。
「
武
国
」

に
よ
る
学
問
否

定

の

論
理

は
後

に
も
見

る
よ
う
に
、
『
伊
吹
於
呂
志
』

の
な
か
に
も
見
え

る
が
、

こ
こ

で
は

「
無
学

の
人
」

が
、
「
内
心

に
は
学
文

せ

ね
ば
な

ら
ぬ

も
の
」

と
思

い
つ

つ
も

、
「
我
慢

の
心
」

か
ら

学
者

の
「
人

柄
」
を

批
判

し
て

、

無
学

で
あ
る
こ
と

に
居
直

る
、
「
無
学

の
人
」

の
学

者
へ
の
ア

ン
ビ

バ
レ

ン
ト

な
感
情

で
あ
る
。

こ

の
よ
う
な

景
山

の
批
判

を
傍
ら

に
置

く
と
き

、
「
拙
者

は
と

か
く
学

者
ぎ

ら
ひ
で

、
と

ん
と
江
戸
の
学
者

づ
き
合
ひ

な
ど
を
、
致
し
た
こ
と

が

な
い
、
や
は
り
凡

人
の
朴
な
人

が
、

い
や
ら
し

く
な
く
て
、
つ
き
合

い
も

致
し
よ

い
」
（
巻
上
、
一
一
四
頁
）
と
述

べ
、
「
生
心

が
著
て
居
」

る
「
上

等
の
人
」
を

批
判
す
る
時
、
篤
胤
は
「
無
学

の
人
」
へ
同
調
（
す
り
寄
り
）

に
よ

っ
て
、
「
無

学
の
人
」

の
「
我

慢
の
心
」

か
ら
す

る
学
者

批
判
を
代

弁
し
て

い
る
と

思
わ
れ
る
。

〈
語

り
手

〉
で

あ

る
篤

胤
は
、
〈

受
け
手

〉
＝
「
無

学
な
人
」

と
同

一

化
す

る
こ
と

に
よ
っ
て
、
「
生
心

が
著
て
居
」

る
学

者
へ
の
「
無
学

の
人
」

の
ル
サ

ン
チ

マ
ン
を
代
弁
し
て

い
た
と

い
う
側
面

を
看
過
し
て
は
な
ら

な

い
だ

ろ
う
。
こ

の
よ
う

に
解
釈
す

る
と
き

、
『
伊
吹

於
呂
志
』

の
講
説

の

な
か
の
滑

稽
（
猥
褻
）
さ
と
差
別

意
識
も
は
じ

め
て

理
解
で
き

る
か
ら
で

あ

る
。実

に
是
が

Ｉ
ツ
事
だ
と
云

な
ら
ば
、
下
駄
も

焼
味
噌
も
、
御
月
様

も

泥
亀
も

、
同
じ
も
の

ぢ
や
、
と
云

や
う

な
も

の
で
御
座

る
。
其
な
ら

い
っ
そ
、
味

噌
だ
と
云

て

、
屎

で
も

喰
う
へ

ば
宜

い
。
（
巻
上

、
一

二
三

頁
）

こ
う

し
た
江

戸
の
庶
民

＝
受

け
手
を
喜

ば
す
滑

稽
さ
（
猥
褻

さ
）

は
ま

た

、
差

別
意

識

を
と

も

な
っ

た
も

の

だ

っ
た
こ

と

は
看

過
で

き

な

い
。

「
陰

茎
の
形
も

、
つ

ヽ
さ
き
の

所
は
、
切

そ

い
だ

や
う
に
成

て
、
と

ん
と

犬

の
形

の

や
う
で
御
座

る
」
（
巻
上
、

一
三

七
頁

）
オ
ラ
ン

ダ
人

に
た
い

す

る
嘲
笑
は
そ
の
ま
ま
、

被
差
別
民
へ

の
差

別
感
情
に
つ
な

が
っ
て
い
る

の
で

あ
る

。
法

華
経

の
行
者
と

し
て
の
日

蓮

が
自

ら
を
「
旃

陀
羅

が
子

」

で
あ

る
と
呼

称
し
た
こ
と

に
た
い
し
て

、
篤

胤
は
次
の
よ
う

に
い
う
0
4。

彼
の
家
の
説

に
、
空

海
も
、
親
鸞
も

、
弟
子

ぢ
や
と
云
ふ

が
、
夫
は

不

浄
な
が
ら
も

、
平

人
の
こ

と
故

に
、
ど
う
で
も
の
こ
と

だ
が
、
日

蓮

を
弟
子
に
し

た
は
相
済
ま
ぬ

。
こ

の
僧
は
、
安
房

の
国
小

湊
の
穢
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多

の
子

で
、
穢
れ
た
る
者
の
限
り

な
る
を
、
弟
子
に
し

た
は
何
ご
と

だ
。
穢
多

の
子

な
る
証
拠
は
、
日
蓮
自

身
に
、
書
遺
し

た
る
物
が
あ

る
。
仏
法

は
も
と
乞
食
な
れ
ば

、
穢
多

で
も
非
人
で
も

、
さ
し

て
違

ひ

も
有
ま

い
が
、
仮
初

に
も
。
神

祇
道
の
家

ぢ
や
と
云
ひ

な

が
ら
、

そ
ん
な
不

浄
の
限
り
の
者
と
、
師

弟
に
成
て
済
ま
せ
う
か

。
（
巻
上
、

一
三
二

頁
）

篤
胤

の
講

説
の
な
か
で
の
〈

語
り
手

〉
の
〈
受

け
手

〉
へ
の
同

一
化

は
、

〈
受

け
手

〉
の
差
別

感
情
を

そ
の
ま
ま

肯
定
、
と

い
う
よ
り

は
、
む
し

ろ

そ

れ
を
助
長
し

、
後
に
述

べ
る
よ
う

な
、
「
皇
国

の
人
」
で

あ
る
と

い
う

所
属
意
識

の
尊
貴
性

を
も
と
に
、
被
差
別
民

を
攻
撃
・
差
別
す

る
「
無

学

の
人
」

の
ル
サ

ン
チ

マ
ン
を
代
弁
す

る
こ
と

を
意
味
し
て

い
た
点
を

看
過

し
て
は
な
ら

な
い

。

３

と
こ
ろ
で
、
学
問
論
と
し
て
の
『
伊
吹
於
呂
志
』
は
、
同
時
代
の
諸
学

問
の
な
か
で
、
「
皇
国
の
学
び
」
の
優
位
性
を
主
張
す
る
と
こ
ろ
に
、
そ

の
講
説
の
意
図
が
あ
っ
た
。
こ
こ
に
は
、
一
九
世
紀
初
頭
の
文
化
年
間
に

お
け
る
、
江
戸
の
庶
民
を
取
り
巻
く
学
問
状
況
が
う
か
が
え

る
。
そ
こ
で

は
、
儒
学
ば
か
り
か
、
仏
教
、
俗
神
道
、
そ
し
て
新
興
の
蘭
学
と
い
っ
た

様
々
な
学
問
が
、
庶
民
の
歓
心
を
買
っ
て
い
た
。
そ
の
な
か
で
、
篤
胤
は

古
学
の
優
位
性
を
〈
受
け
手

〉
に
説
き
明
か
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
も
そ
も
篤
胤
に
と
っ
て
、
学
問
は
「
御
国
の
御
用
」
の
た
め
に

あ
る
の
だ
と

い
う

。

今

の
世
の
儒
生

輩
の
学
風

も
、
大
か

た
は
孔
子

の
意

に
背

く
こ

と
の

み

で
、
実
に
歎
息

の
至

り
で
御
座

る
。
其
は
本
と
し
学

ぶ
べ
き
皇
国

の
学
び
を
せ

ず
、
漢

籍
の
み
を
学
で
居

る
が
、
学
問
は
何

の
為
に
す

る
こ
と

で
心
得
た

る
か
。
都
て
学
問

の
道
は
、
譬
へ
外
国

の
こ

と
を

学
ぶ
に
も
致
せ

、
そ

の
学
ぶ
主
意
は

、
其
の
善
事
を
取
て

、
此
の
御

国

の
御
用
に
せ

ん
と

て
、
学
ぶ
こ
と

ぢ
や
に
依
て
、
ま

づ
御

国
の
こ

と

を
本
と
し
学

ん
で

、
さ
て
外
国
の
学

び
に
及
ぶ

が
順
道
で
御

座
る
。

（
巻
上
、
一

二
（

頁
）

学

問

が
、
た
と
え

外

国

の
学
問

を
学

ぶ
に
し

て
も

、
「
御

国

の
御
用

」

に
た
つ
こ

と
を
目
的
と
す

る
も
の
だ
と
す

る
論
理

か
ら
、
自
国

の
こ

と
を

知
ら

ず
に
、
他
国
を
尊
重

す
る
学
問
へ
の
批
判

が
導
き
出

さ
れ
る
。
具
体

的

に
は
、
儒
学
、
こ
と

に
徂

徠
学
の
中
華
主
義

が
批
判
の
主
対
象
で

あ
る
。

徂

徠
な
ど

は
、
太
宰

が
師
匠

ぢ
や

が
、
孔
子

の
肖
像
へ

賛
を
し

て
、

日

本
国
夷
人
、
物
茂

卿
、
拝
手
稽
首
敬
題

、
と
書
き
ま
し

た
が
、
な

ん
と
之
が
、
孔
子

の
心
に
か
な
は
う
か

。
あ

ゝ
あ

ゝ
孔
子

は
、
さ
こ

そ

く

泉
下
に
於
て

、
眉
を
ひ
そ
め
、
貌

を
そ
む
け
て
居

る
事
で
有

ま
せ

う
。
（
巻
上

、
一
一

九
頁
）

徂
徠

の
中
華
主
義
に
た

い
す
る
批
判
は
、
江
戸

後
期
の
思
想
界

で
は
よ

く
見

ら

れ
る
も

の
だ

が
、
『
伊
吹

於
呂
志

』

の
な
か

で
注

目
す

べ
き

は
、

篤
胤

が
山

崎
闇
斎
の
想
定
問
題

を
引

い
て
、
中
華
卜

夷
狄
の
問
題

を
敵
・

味
方

の
戦
争

状
態
に

お
い
て
と
ら
え

て

い
た
点
で
あ

る
。
「

唐
よ
り
日

本

を
従
へ

ん
と
せ

ば
軍
な
ら

ば
、
堯
舜
文
武

が
大
将

に
て
来

る
と
も

、
石

火
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矢

に
て

、
打
崩

す
が
大
義
な
り
」
（
巻
上

、
一
一
九

頁
）
と

い
う
浅
見
絅

斎
の

『
靖
献
遺
言

講
義
（
口
義

）
』
の
な

か
で
の
山

崎
闇
斎

の
言
説
を
引

照
し
た
う
え
で

、
中

華
主
義
者
は
、
敵
に
内
通
す

る
か
も
し
れ
な

い
と

い

う
危
険
性
か
ら
批
判

し
て
い
る
の
で
あ

る
0
6。

も
し
や
戎
人

が
、
負

気
な
く
も
、
皇
国
へ
対
し

奉
っ
て
、
生

ご
し

や

く
な
こ
と
で
も

す
る
と

き
は
、
導
き
で
も
し

や
う
か
、
と
思
は

れ
ま

す

る
。

ぢ
や
に
依
て

、
御
国
忠
に
志
あ

る
人

々
は
、
儒
者
に
は
心

を

許
さ
ぬ

や
う

に
致
し

た
い
。
何
と
不
安
心
な
も

の
で
は
有
ま
せ

ん
か
。

（
『
伊
吹
於
呂
志
』
巻
上
、
一
一
九
～
一
二
〇
頁
）

蘭
学
も
オ
ラ
ン

ダ
を
崇
拝
す
る
こ
と
で
、

模
範
と

す
る
国
こ
そ
違

っ
て

い
る
も
の
の

、
自
国

を
蔑
に
す
る
点
で
は
同
じ

だ
と

す
る
。

近
頃
阿

蘭
陀
学
と
云

こ
と

が
は
や

ツ
て

、
其

の
学
を
奉

ず
る
輩

は
、

其
国
を
も

、
何

か
結
構
ら
し
く
云
ひ
囃
す

か
ら
、
其
真
面
目
も
少

か

申
ま
せ
う
。
（
巻
上
、
一
三
三
～
四
頁
）

た
だ
し
、
篤
胤

は
蘭
学
の
実
証
性
に
た

い
し
て

は
一
定
の
評
価
を
与
え

て

い
た
。

彼
の
国
人

は
、
甚
だ
深
く
物
を
考
へ

る
国
で

、
何
に
寄
ら
ず

、
あ
ら

ゆ
る
こ
と

の
、
根
か
ら
底
か
ら
穿
鑿
し

つ
め
る
。
夫
故
天
文
地

理
の

こ
と
を
始

め
、
万

の
細
工

も
の
、
医
療

の
こ
と

な
ど
も
、
万
国

最
上

に
委
く

、
慥
な
こ
と

で
御
座
る
。
（
巻
上

、
一
三

八
頁
）

蘭

学
は
こ

の
実

証
的
で

有
用

な

学
問

で

あ

る
点
で

は

、
一

定

程
度

、

「
御
国

の
御
用
」

に
立
っ
て

い
る
の
だ

が
、
こ

れ
に
た

い
し
て

、
治
国

や

修
身
に
と
っ
て
儒
学

や
仏
教
は
「
御
国

の
御
用
」

に
立
た
な

い
空

虚
な
学

問
で

あ
る
と

い
う
。
篤

胤
は
そ

の
根
拠
と

し
て
、
『
伊

吹
於
呂

志
』
の

な

か
で

は
、
徳
川
家
康
の
統

治
を
語
っ
て

い
る
。
そ

の
際
、
享
保
期

に
太

宰

春
台
な

ど
を
批
判
し
た
松
下

郡
高
の

『
神
武
権
衡

録
』
の
言
説
を
引
照

す

る
。

東

照
宮
御

一
代
、

数
々
の
御

合
戦
に
御

勝
あ
そ

ば
し

、
慶
長
年
中

、

天
下

を
悉
く
御
静
謐

に
、
御
治
め
あ
そ

ば
し

た
な
れ
ど
も

、
大
学

の

三

綱
領

や
、
八
条
目

を
、
敵

に`
読
き

か
せ

ら

れ
、
或

は
法

華
経

や
、

阿

弥
陀
経
を
説
て
、
敵

が
夫
に
感
じ
て

、
帰

伏
し
て
治
ま

ツ
た
、
と

云
こ

と
で
は
な

い
。
み
な
御
武
徳
の
盛

な
る
に
依
て
、
天

の
下

泰
平

に
治
り
、
今
に
二
百

年
余
り
、
御
治
世
長
久

の
、
御
恩
沢
を

蒙
り

奉

れ
ば
こ

そ
、
儒
者
も

仏
者
も
、
愚
鈍
な

言
を
云

て
も
居
ら

る

ゝ
や
う

に
な

ツ
た

の
で

、
士

農
工

商
遊
民
ま

で
、
夫

々
の
家

業
を
勤

め
て

、

心
易

く
妻
子
を
養
ひ

、
安
堵
す

る
こ
と

、
偏
に
御
武
徳

の
御
蔭

で
御

座

る
0
7。（
巻
下

、

二
（

六
頁
）

先

に
触

れ
た
よ
う

に
、
景
山

は
、
「
無

学
の
人
」

が
学
問

な
ど

い
ら
な

い
の
だ
と
、
自
己
正
当
化

す
る
と
き

に
、
日

本
は
「
武
国
」
だ

か
ら
と

言

い
訳

を
す

る
と

説

い
て

い
た

が
、
松
下
郡

高
と

篤
胤
に

お
い
て
は
逆

に
、

「

東
照
宮
」

の
権
威

に
よ
っ
て

「
武
徳
」

が
正

当
化

さ

れ
、
「
俗
の
儒

者
、

又

仏
者
は
、
遊
民
と
云
て

、
四
民
の
内

に
入

れ
ず
、
高
尚

の
空
理
を
、
囗

に
云

ふ
ば

か
り
、
外

に
何
も
益

に
立

ぬ
も
の
で
御

座

る
」
（
巻
下

、

二
（

七
頁
）
と
、
儒
学
と

仏
教
の
無
益
さ

が
強
調

さ
れ
る
の
で

あ
る
。
こ
こ

に

も

、
篤
胤
が
「
無
学

の
人
」

の
代
弁
者
で

あ
る
特
性

が
現

れ
て

い
る
。

と
こ

ろ
で

、
先

に
述

べ
た
よ

う
に

、
『
伊
吹
於
呂

志
』

の
諸
学
問

批
判
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の
特
徴
は
、
講
説
の
場
で
あ

る
た
め
に
、
白

黒
を
は

っ
き
り

さ
せ
て
「
き

び
し
く
云
」
（
前
出
）

う
点
に
あ

っ
た
。
そ

の
た
め

に
、
こ

こ
で

は
中
途

半
端
な
折
衷

主
義
は
徹
底

的
に
批
判

さ
れ

る
。
江
戸
思

想
史
の

な
か
に

、

た
え

ず
現
わ

れ
て

い
る
神
道

・
儒
学

・
仏

教

の
三

教

一
致

論
に
た

い
し

て
、
篤
胤
は
次
の
よ
う
に
批
判
す

る
。

古
き
俗
歌

に
、
「
別

登
る
麓
の
道

は
多
け

れ
ど
、
同

じ
雲
居

の
月
を

見
る
哉

。
と
云

歌

や
、
ま
た
、
「
雨

霰
雪

や
氷
と
隔

つ
れ
ど

、
解
れ

ば
同

じ
谷
川
の
水
。
と
云
歌

が
有
て

、
是
を
俗

の
神
道
者
や
、
道
学

者
、
心
学

者
ぐ

ら
ゐ
の
徒
が
、
何
ぞ
と
云
と
引

歌
に
し
て
、
神
道
も
、

仏
道
も
、
儒
道
も
、
皆
落

る
処

は
一
つ
に
帰
し
て

、
世
を
治
め
、
人

を
善
道
に
導
く
の
教
な
り
、
と
煩

く
云

立
て
、
是
を
聞

く
人
も
、
皆

然
る
こ

と
よ
、
と
思
っ
て
居

る
こ
と

な
る
が
、

い
や
是

は
、
甚
の
心

得
違
ひ
の
こ
と

で
、
何
し

て
此

の
三

道

が
、
一
つ
意

に
落
よ

う
ぞ
。

下
駄
に
焼
味
噌
、
御
月
様
に
泥
亀
も
、
皆
同
じ
こ
と
ゝ
云
よ
り
は
、

も
つ
と
相
違
な
事
で
御
座
る
。
（
巻
上
、
一
二
二
頁
）

三

教
が
「
世
を
治
め
、
人
を
善
道

に
導

く
」

勧
善
懲
悪

の
教
説
で
あ
る

点

で
一
致

す
る
と

い
う

考
え
0
8を
、
「
下

駄

に
焼

味
噌

、
御
月

様
に
泥

亀

も
、
皆
同
じ
こ
と
こ
云
」
譬
え
に
よ
っ
て
批
判
し
て
、
三
教
の
本
質
は
異

な
っ
て

い
る
こ
と

を
は
っ
き
り

と
弁
別

し
な
く

て
は
な
ら

な

い
と

い
う
。

篤

胤
に
よ
れ

ば
、
「
儒
道

の
本
意
は
、

先
第
一

に
、
道

の
大

本
た

る
、
君

と

臣
と
の
道
立

ず
」
（
同
右
）
、
「
仏
道

の
本
意

は
、
此
世

を
、
穢
土

火
宅

と
云
て
、
厭
う
ひ
棄
て
、
君
臣
の
道
を
も
取
ら
ず
」
（
巻
上
、
一
二
三
頁
）

で

あ
っ
て
、

さ
ら
に
神
道

の
本
意
は
、
「
皇
統
」

の
天

壌
無

窮
の
永
遠

不

変
性
に

あ
る
と

い
う
。

神

の
道
と

、
儒
道
と

の
差
別

を
云

は

ゞ
、
神

の
道
の
本
意
正

実

の
こ

と

は
、
是
ま
で
段
々
演

説
致

し
た
る
通
り

の
訣
故

、
皇
国
の
天
子
様

は

、
最
も

尊
く
、
此

の
地
球

の
大
君
に
御
坐
て

、
天

地
と
共

に
動
き

な
き

、
御
皇

統
に

お
は
す

る
こ

と
を
弁

へ
て
、

一
向
に
畏

み
奉
り

、

厚
く
古

の
伝
へ
を
守
り
て

、
神
祇
を
尊

び
、
大
倭

心
の
雄
武
を
旨
と

し

、
且
君

を
敬
ひ
、

傅
き
仕

へ
て
、
譬
へ

ば
君

に
君

た
ら
ざ

る
行
ひ

有
と

も
、
臣
と

し
て

其
心
を

辟
易

さ

ず
、
身
を
抛

て
忠
義

を
尽
し

、

臣

は
地

の
天

を
戴
て

、
其
位

を
変
ぜ
ぬ
如
く

、
い
つ
ま
で
も
臣
と

な

り
君

は
天

の
地
を
覆

ふ
て

、
其
位
を
替
ざ

る
如

く
、

い
っ
迄
も
君
と

あ

る
。
こ

ゝ
ら
が
道

の
大

本
に
て
、
動
か

ぬ
処
で

御
座
る
。
（
巻
上

、

一
二
二
頁
）

こ
の

よ
う
な
三

教
の
違

い
を
明

確
に
す

る
こ

と

が
、
篤
胤
の

「
学
風
」

で
あ
る
と
自

ら
語
る
。

此
方

の
学
風

の
事
ぢ

や
が
、
右
申
す
如
く
、
及

ば
ず
な
が
ら
、
何
と

ぞ
致
し
て

、
世
に
弘

ご
れ
る
紛
れ
こ

と
を
正
し

、
人
の
惑
ひ
を
ひ

ら

き

、
わ

が
古
へ
の
道

、
真

の
筋
を
弘
め
ん
と
致

す
に
付

て
、
世

に
お

し
な

べ
て

、
思
ひ
を

る
事
と

は
違
っ
て
、

い
か
う
外

の
道
々
を
責
立

て

、
厳
く

攻
撃
に
、
と
り
挫

ぎ
ま
す
る

が
、
是

は
、
物
を
穏
に
心
得

を
ら

れ
ま

す
る
人
な
ど
は

、
甚
お
と
な
し

が
ら

ぬ
学
風

ぢ
や
、
説
か

た

ぢ
や
と

、
さ
げ
す
み
も
致

さ
う
が
、
是
は
ど

う
も

、
斯
う
参
ら

ね

ば
な
ら

ぬ
訣
が
ご
ざ

る
。
（
巻
下

、
一
五
一

～
一
五
二

頁
）

こ
う

し

た

「
外

の
道

々

を
責

立
て

、

厳
く

攻
撃

に

、
と

り

挫
」

ぐ

、
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「

お
と

な
し
か
ら

ぬ
学
風
」
で

あ
る
こ
と

が
求
め
ら

れ
る
の
は

、
こ
れ

が

語
ら

れ
る
の
が
何
よ
り

講
説
の
場
だ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
「
皇
国
の
学

び
」

へ
の
意
志
を

強
固
な
も
の
に
す
る
と

い
う
趣
旨
で
あ

る
た
め
に
、
講
説

の

な
か
で
は
、
意

識
的

に
他
の
諸
学
問
に
た

い
す

る
徹
底

的
な
排
斥

・
攻
撃

が
な

さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
訣
と
申
す

は
、
世
俗
に
云

ひ
思
ふ
こ
と

ゞ
も

、
大

抵
十
に
七
八

は
打
紛

れ
、
心

得
違
ひ

の
事
ど
も
で
有

る
故

、
そ

の
処
へ
づ
か

く

と
、
わ

が
主
と

す
る
、
古
道
の
真
意
ば
か
り
を
申
て

は
、
人
の
心

に

入
り
兼
る
故
、
夫
を
取
除
つ
ヽ
、
古
道
に
引
入
れ
て
参
ら
で
は
、
入

か
ね

る
か
ら

の
事
で
御

座
る
。
（
巻
下
、
一
五
二
頁

）

「
夫
を

取
除
つ

ヽ
、
古
道
に
引
入

れ
」

る
と

い
う
点

は
、
相
手

を
破

折

し
、
伏
す

る
教
化
方
法
で

あ
る
日
蓮
宗
の
折
伏

に
も

似
て
い
る
と
も

い
え

る
か
も
し

れ
な
い
。
ち

な
み
に
、
篤
胤
は
、
先

に
見

た
よ
う
に
「
旃
陀
羅

が
子
」
日
蓮

に
た
い
し
て

は
露
骨
な
差
別
意
識
を
隠

さ
な
か
っ
た
に
も

か

か
わ
ら
ず
、
そ

の
信

仰
心
の
強
固
さ
に
た

い
し
て

は
、
強
い
敬
意
を
抱

い

て

い
た
。

こ
の
親

鸞
、
日

蓮
の
輩
は
、
夫

が
為
に
、
島
へ

流
さ
れ
た
り
、
又

は

首
の
座

に
直

さ
れ
て
も

、
び
く
と
も
せ

ぬ
。
其

立
た
る
筋
を
変

ぜ
ず
。

と
ぅ

く

意
地

を
張

て
張
り
通
し
、
邪
な

が
ら
も

、
今
の
世

の
如

く

押
弘
め
た
で
御
座
る
。
（
巻
上
、
一
二
六
頁
）

ど

ん
な
逆

境
に
あ

り
な
が
ら
も
、
自
己
の
信
じ

た
道
を
意
志
す

る
と

い

う
点
で
、
親

鸞
や
日

蓮
に
も
共
感
し
て

い
た

。
篤
胤

に
と
っ
て
、
自
己

の

信
念
を
貫
き
通
す
こ
と
が
で
き
る
人
こ
そ
が
、
「
真
の
豪
傑
」
「
英
雄
」
で

あ
り
、
「
大
倭
魂
」
の
持
主
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
か
く
道
を
説
き
、
道
を
学
ぶ
者
は
、
人
の
信
ず
る
信
ぜ
ぬ
に
、
少

し
も
心
を
残
さ
ず
、
仮
令
、
一
人
も
信
じ
て
が
有
ま
い
と
ま

ゝ
よ
。

独
立
独
行
と
云
て
、
一
人
で
操
を
立
て
、
一
人
で
真
の
道
を
学
ぶ
。

是
を
漢
言
で
言
は
ゞ
、
真
の
豪
傑
と
も
、
英
雄
と
も
、
云
ひ
、
ま
た

大
倭
魂
と
も
云
で
御
座
る
。
（
巻
上
、
一
二
五
頁
）

４

『
伊

吹
於
呂

志
』
の
な

か
で

、
篤
胤

が
諸

学
問
を

批
判

・
攻

撃
し
た

の

は
、
そ

れ
を
通
し
て
、
古
学

が
「
人
道
の
本
」
で

あ
る
こ

と
を
示
す
目

的

を
持

っ
て

い
た
か
ら
で

あ
る
。

そ
の
こ
と

は
、
『
伊

吹
於
呂

志
』
の
最

後

に
、
篤

胤
自
身
が
講
説
全

体
の
趣
旨
を
振
り
返

っ
て
述

べ
た
と
こ

ろ
か
ら

も
明
ら

か
に
で
あ

る
。

学

問
は
、
大

本
よ
り
学

ば
ん
で

は
、
大

道
は
知

れ
ず
。
夷
狄
と
も

の
、

私

に
建
立
し
た

る
、
儒

仏
の
教
へ

な
ど
に
惑
は
ず
、
人
道

の
本

な
る
、

皇

神
の
大
道
に
習
ふ

が
宜
い
で
御
座

る
。
夫
を
習
っ
て
も

、
此

の
方

に
は
出
来
ぬ
な
ど

こ
二
人
も
あ

る
は

、
愚
昧
の
上
に
、
自
ら

棄
る
と

云

も
の
ぢ
や
。
皇
国

の
人
に
し
て

、
皇

国
の
道
を
学

ぶ
に
、
何
の
む

づ
か
し
き
こ
と

が
有

ま
せ

う
。
夫
で

は
万

物
の
上
ど
こ

ろ
で

は
无

い
。

人

と
生

れ
な
が
ら

、
禽
獣

に
も
劣

る
と
云

ふ
も
の
で
御

座
る

。
（
巻

下

、
一
七
三
頁
）

『
伊

吹
於
呂

志
』
の

講
説
は
、
端
的

に
い
え

ば
、
「
皇
国

の
人
」

に
「
皇
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国
の
学
び
」
を
勧
め
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
も
し
こ
れ
を
学
ば
な
け
れ
ば
、

禽
獣
と
等
し
い
も
の
に
堕
し
て
し
ま
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
趣
旨

は
、
先
に
見
た
下
巻
の
冒
頭
に
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
『
伊
吹
於
呂
志
』
の

講
説
が
、
「
古
道
大
意
」
以
下
の
諸
学
問
の
講
説
を
す
で
に
聞
き
終
え
た

者
た
ち
に
向
け
て
な
さ
れ
た
と
い
う
点
を
考
慮
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ

ろ
う
。
篤
胤
に
名
簿
を
入
れ
て
、
門
人
に
な
っ
た
か
ら
に
は
、
す
で
に

「
皇
国
の
学
び
」
へ
の
意
志
が
あ
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
意
志
を
日
蓮
の
よ

う
に
強
固
な
も
の
に
す
る
、
確
固
た
る
「
大
和
心
」
を
確
立
す
る
こ
と
が

求
め
ら

れ
た
の
で
あ

る
。
そ
の
モ

デ
ル

が
、
「
古
道
大
意
」

で
も

紹
介
さ

れ
て
い
る
朱
印

船
貿
易
時
代

の
浜
田

弥
兵
衛
で
あ
り

、
さ
ら
に

『
伊
吹
於

呂

志
』
の
な
か
で
特
筆
さ
れ
て

い
る
、
シ
ャ
ム
の
日
本
人
町

で
活
躍
し
た

と

い
う
山
田
長
政
だ
っ
た
。

此
浜

田
弥
兵
衛

が
、
外
国

に
於

て
、
其
名
を
轟
し

た
る
こ

と
を
申
す

に
、
付
て
は
、
又
同
じ
頃

、
尾
張

人
山
田
仁
左
衛

門
が
、
天

竺
国
に

於
て
の
ふ
る
ま
ひ
も
、
御
国

の
人
の
、
英
雄
の
名

を
、
外

国
に
顕
は

し
た

る
こ
と

だ
に
依
て

、
此

の
始

末
を
も

少
か
申

し
ま
せ
う

。
（
巻

上
、
一
四
一
頁
）

本
稿
が
注
目
す
る
の
は
、
こ
う
し

た
「
英
雄
」
の
「
大
和

心
」

を
喚
起

す
る

際
、
『
伊

吹
於
呂

志
』

の
講
説

の
な

か
で
語

ら

れ
る
論
理

で
あ

る

。

そ
の
こ
と

が
端
的
に
示
さ
れ
て

い
る
の
は
、
次
に
あ

げ
る
よ

う
な
一
節
で

あ
る
。赤

県
や
天

竺
の
、
腐
り
根
性

の
付

た
輩
は

い
ざ
知
ら

ず
、
仮
初
に
も
、

此
御
国
に
生
れ
た
か
ら
は
、
春
日
大

神
の
御
託
宣
と
云

物
に
、
人
の

国
よ
り
我
国
、
人
の
親
よ
り
我
親
と
、
御
諭
し
あ
そ
ば
し
た
と
有
る

如
く
、
御
国
恩
の
有
が
た
き
こ
と
を
弁
へ
て
、
大
和
魂
の
あ
る
人
々

は
、
小
躍
り
し
て
悦
び
、
愉
怏
々
々
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
で
御

座
る
。
（
巻
上
、
一
三
五
～
一
三
六
頁
）

実

に
御

国
の
内
に
も

、
江
戸

の
人
気
は
、
強

く
勇

ま
し
く
な
け

れ
ば

な
ら

ぬ
。
大
切
な
訣

が
あ

る
で
御
座
る
。
其

の
大

切
な
訣
と
云

ふ
は
、

先
頃
も
申

す
通
り
、
こ

の
大

日
本
は
、
万
国

の
本
国
、
祖
国
で

、
其

の
上

に
、
わ
が
天
皇
様

は
、
天

照
皇
大
神
宮
様

か
ら
、
御
血
筋

が
御

連
綿
と
御

っ

ゞ
き
遊

ば
し
て

、
万

国
の
御
大
君

に
御
坐
し
、
そ

の
御

大
君
よ
り

、
万

国
の

お
き
て

、
御
取
締
を
御
命

じ
あ
そ
ば
し
て

、
御

大

政
を
御

任
せ
な
さ

れ
て
指

置
る

へ

征
夷
大

将
軍
の
御
膝
元

に
生

る

ゝ
者

は

、
猶

更

自
然

と

強
く

な
け

れ
ば

な
ら

ぬ
訣

で

御
座

る
。

（
巻
下

、
一
五
六
頁
）

四
夷
八
荒
至
ら
ぬ
隈
な
く
、
鎮
め
た
ま
ふ
、
御
武
徳
ま
し
ま
す
、
大

将
軍
の
御
膝
元
に
生
れ
て
、
上
に
染
る
下
の
こ
と
故
、
そ
の
御
武
威

の
自
然
に
、
下
々
ま
で
に
布
及
ん
で
、
是
は
斯
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
故

で
御
座
る
。
ま
た
古
く
東
人
は
、
額
に
は
矢
は
立
と
も
、
背
に
は
立

ぬ
と
、
常
に
申
し
た
こ
と
ぢ
や
と
、
宣
命
に
も
見
え
た
る
如
く
、
同

じ
御
国
の
中
で
も
、
東
国
の
人
は
、
格
別
な
る
こ
と
で
御
座
る
。
是

を
熟
わ
き
ま
へ
て
、
御
当
地
は
も
ち
ろ
ん
、
此
の
御
国
に
生
れ
た
ら

ん
人
は
、
仮
に
も
義
に
当
ら
ぬ
行
ひ
、
ま
た
卑
し
き
根
性
な
ど
は
、
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も
た
ぬ

が
宜

い
で
御
座

る
。
（
巻
下

、
一
五
七
頁
）

こ
れ
ら

の
箇
所
に
共

通
す
る
の

は
、
「
生

れ
」

所
属
意

識
の
自

覚
化

で

あ

る
0
9。
篤

胤
は

、
「
征
夷

大
将

軍
の
御

膝
元

に
生

る

ゝ
者

は
、
猶
更

自

然
と
強

く
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
訣
で
御

坐
る
」
、
そ
し
て

「
此
の
御

国
に
生

れ
た

ら

ん
人
」

と

、
「
生

れ
」

を

強
調

す

る
。
篤

胤

は
講

説

の
聴

衆
に

「
征
夷
大
将
軍
の
御
膝
元
」
江
戸

、
「
皇
国
」

日
本
に
「
生

れ
」

だ
こ
と
を

自
覚
化
さ
せ
よ
う
と
し
て

い
る
の
で

あ
る
。

自
国
を
蔑

に
す

る
者

た
ち
は
、
「
皇
国
」

の
生
れ
で
あ

る
に
も

か
か
わ

ら
ず
、
そ
れ
を
忘
れ
て
し
ま

っ
て

い
る
者
た
ち
で
あ

る
が
ゆ
え

に
、
彼
ら

へ
の
攻
撃
は
正
当
化

さ
れ
る
。

と
か
く

人
は
、
心

を
し
つ
か
り

と
落
著
て

強
く
持

ち
、
大
日

本
魂

、

御
国
気
性
を
固
め
、
こ
の
御
国
を
?
り
、
こ
の
御
国
の
御
道
を
、
悪

く
云
ふ

者
が
有
な

ら
ば
、
厳
し

く
取
締
て

や
る

が
宜
い
で
御

座

る
。

上
の
御
定
め
に
も
、
此
の
御
国
に
生
れ
て
、
此
の
御
国
を
り
り
る
者
は
、

反
逆
同
様
の
こ
と
で
御

座
る
。
こ
の
訣
故

に
、
夫

を
取

締
て
、
罰
つ

け
た
れ
ば
と
て

、
何
所

か
ら
も
、
し
り
の
来

る
こ
と
で

は
な

い
で
御

座
る
。
（
『
伊
吹
於
呂
志

』
巻
下

、
一
五
七
頁
）

篤
胤
は
、
「
此

の
御
国
」

に
生
ま
れ
た
者

が
、
「
此

の
御

国
」

を
非
難
す

る
「
反

逆
」

者
を
罰

す
る
こ
と

は
、
正

し

い
の
で
あ

る
か
ら
、
「
何
所
か

ら
も

、
し
り

の
来

る
こ

と
で
は

な
い
」
、

す
な
わ
ち

、
ど
こ
か

ら
も
文
句

を
つ
け
ら
れ

る
こ
と

は
な
い
の
だ
と

い
う
。
こ
こ
か
ら

、
先
に
見
た
よ
う

な
自
国
を
蔑

ん
で
、
中
国
を

「
中
華
」
と
尊
称
す

る
徂

徠
学
派
の
懦
学

者

や
、
究
理
の
学

に
幻
惑

わ
れ
て
オ
ラ
ン

ダ
を
尊
崇
す

る
蘭
学
者
が
批
判

さ

れ
た
わ
け
で
あ

る
。

そ
も

そ
も

、
「
皇

国
」

の
生

れ
で
あ

る
と

い
う
帰

属
意

識
で

あ
れ

ば
、

「
無
学

の
大
」
も
学

者
も
同

じ
で
あ

る
。
こ
こ
で

は
、
学

問
が
あ

る
か
ど

う
か
は
二
の
次

に
な
る
。
ど
ん
な
学
者

に
た
い
し
て
も
、
彼

ら
の
学
ぶ
学

問

が
「

皇
国
」

に
反

す

る
も

の
で
あ

る
限
り

、
「
無
学

の
大
」

は
攻

撃
す

る
こ
と

が
で
き

る
の
で
あ

る
。
な

ぜ
な
ら
ば

、
「
無
学

な
大
」

は
素

朴
な

心
を
も

ち

、
「
皇

国
の
大
」

で

あ

る
（
所

属
し
て

い

る
）

か
ら

で
あ

る
。

む
し
ろ
、
学
者
然
と

し
た
懦
学
者

や
仏
教
者
た
ち
は
、
中
国

や
天

竺
を
尊

崇
す

る
こ

と
で
、
「
皇
国
」

を
貶
め

る
「
反
逆
」

者
で
あ

っ
て
、
も

し
中

国
や
天
竺

が
「
皇

国
」

に
侵
略
を
す

る
な
ら
ば
、
先

に
見

た
よ
う
に
内
通

す
る
か
も
し

れ
な
い
敵
対
者
だ
と

い
う

の
で
あ

る
。
そ

の
た
め
に
、
彼
ら

へ
の
攻
撃
は
一

層
、
激
し
く
な

る
の
で

あ
る
。

思
う

に
、
『
伊
吹

於
呂
志
』

の
な

か
で
語
ら

れ
る

、
穏
や
か
な
江

戸
の

生
活
の
謳
歌
も

、
こ

う
し
た
太
平

楽
を
脅
か
す
敵
対

者
と

し
て
、
懦
学
者

や
仏
教
者
を
措

定
し
て
い

る
こ
と
と

関
わ
っ
て

い
る
だ
ろ
う
。
篤
胤
の
願

い
は
、
こ

の
今

の
穏
や
か
な
生
活
を

持
続
さ
せ

る
こ
と

だ
っ
た
。
そ
れ
は
、

生
き
て

い
る
間

の
み
に
と
ど
ま
ら

ず
、
死
後
に
ま
で
及

ぶ
も
の
で
あ
っ
た

。

ど
う
し
て

も
速
く
そ
の
極
楽

へ
行

た
が

る
人

の
気

が
知
れ
ぬ
。
極
楽

よ
り
此

の
世
が
楽
み
だ

。
夫

は
ま
づ
、
暮
の
相
応

に
ゆ
く
大
は
、
美

濃
米

を
飯

に
た

い
て

、
擅
茶
漬

、
初
堅

魚
に
、
剣

菱
の
酒

を
呑
み

、

煉
羊

羹
で

も
給
な
が
ら

、
山

吹
の
茶
を
呑

ん
で

、
国
分
の
煙
草
を
く

ゆ
ら
し
て

居
ら
る

乙

ま

た
然
い
か
ぬ
大
は

、
ゆ
か
ぬ
な
り
に
、
相

応

の
楽
み

が
有
て
、
炭
団
で

た
ば
こ

は
呑

な
が
ら
も
、
番
茶
の
口
切
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を
、
水

道
の
道
で
煎
じ
呑
み
、
鯱
と
に
ら

め
ツ
く
ら
を
し
た
心
持

が
、

ど
う
も
云
へ

ぬ
で
御
座
る
。
是
を

い
や
か

つ
て

、
極
楽
々
々
と
云

の

は
、
栄
曜
の
上

の
貧
好
み

、
と

や
ら
で

有
ま
せ

う
。
（
巻
下

、
一
五

九
頁
）

周
知

の
篤
胤

の
『
霊
の
真
柱
』
の
幽
冥
観

は
、
こ
こ

で
繋
が
っ
て

い
る
。

穏

や
か
な
生
活
を
死

後
に
ま
で
永

続
さ
せ

た

い
と

い
う
願

い
が
、
「
大
国

主
大
神
」

が
主
宰
す

る
と

い
う
彼
の
幽
冥
観
を
支
え

て
い
る
の
で
あ

る
。

親
子
夫
婦
兄
弟
朋
友

睦
ま
し
く
、
そ
の
ほ

ど

く

に
、
家
業
を

い
と

な
み
、
を
り
ふ
し

は
花

を
も
見

、
紅
葉
も
眺

め
て
、
お
だ
や
か

に
世

を
経

つ

二

さ
て

一
度
は
死

ね
ば
な
ら

ぬ

が
、

そ
の
死
だ

る
先
も

、

今
の
心
懸
次
第
で

、
親
子

夫
婦
朋
友
も
睦
ま
し

く
寄
合
て
、
此

の
世

に
同
じ
楽
み
も
有
て

、
阿

弥
陀
や
間
魔
王

が
せ

わ
に
は
、
な

る
訣

が

な
い
か
ら
、
か
の
川
柳
が
句
に
、
「
聢
り
と
頼
む
で
も
な
し
南
無
閣

魔
、
と
云
た
る
如
く
、
仏
法
の
信
心
者
で
も
、
通
り
が
け
の
目
礼
ぐ

ら
ゐ
で
、
深
く
拝
み
は
せ
ず
。
実
は
死
で
幽
冥
に
人
て
は
、
大
国
主

大
神
の
御
許
に
帰
し
て
、
こ
の
世
に
の
こ
す
子
孫
を
恵
み
、
各
々
其

の
処
を
離
れ
ず
、
無
窮
に
居
る
こ
と
で
御
座
る
。
（
巻
下
、
一
五
八

頁
）

も
ち
ろ
ん
、
篤
胤
に
と
っ
て
も
、
宣
長
同
様
に
現
実
の
生
活
は
不
条
理

に
満
ち
た
も
の
だ
っ
た
ろ
う
。
つ
と
に
村
岡
典
嗣
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、

篤
胤
と
て
も
、
最
愛
の
妻
を
失
い
、
悲
し
み
に
く
れ
た
時
、
そ
れ
を
実
感

し
た
だ
ろ
う

。
篤
胤
は
、
今
の
こ
の
穏
や
か
な
生
活
（
江
戸
の
庶
民
の

生
活
）
が
、
不
条
理
に
満
ち
満
ち
て
い
て
、
い
つ
壊
れ
て
し
ま
う
か
分
ら

な

い
危

う

い
も
の
だ
と

い
う
認
識
を
も
っ
て

い
た
。
そ
れ

ゆ
え

に
、
篤
胤

は

、
宣
長
の

『
玉
く
し

げ
』
の
な
か
で
、
神
と

大
と
の
関
係
を
人
形

遣
い

と
人
形

と

の
関
係
に

譬
え

た
こ
と

を
引
照

し
た

の
で

あ

る
。
そ
こ
で

は
、

「
世

の
人

の
心
得
は

、
彼
せ
つ

な
い
時

の
神
頼
み
と

や
ら
で

。
せ
つ

な
く

な

る
と

や
み
く
も

に
神
を

祈
り
、
空
腹

い
時

に
、
物
を
食
て
直

つ
た
や
う

な
験

が
な

い
と
、
恨
だ
り

何
か
す
る

が
」
（
巻
上

、
一
三
〇
頁
）
、
そ
の
よ

う
な
好

都
合
な
神

が
い
る
わ
け
で
は
な

い
、

神
の
御
所
為
は
人
知

の
及

ぶ

所
で

は
な
い
と
、
宣
長

の
説
を
敷
衍
し
て
、
次

の
よ
う
に
語

っ
て

い
る
。

師
説
の
如
く
、
人
は
譬
へ
ば
人
形
の
如
く
、
神
は
人
形
を
つ
か
ふ
人

間

の
如
き
謂
れ
じ

や
に
依

て
、
言
以

て
行
け

ば
、
人
の
す

る
こ
と

成

す
こ

と
、
み
な
神
事
故

、
そ
の
御
心
は
量
り

知
ら
れ
ず
。
ま

た
譬
へ

ば
、
一
つ
の
無
尽
に
、
権
兵
衛
も
八
兵
衛
も
加
入
て
居
る
時
に
、
二

人
が
同
じ
や
う
に
、
其
無
尽
を
得
し
て
賜
さ
れ
と
願
ふ
。
是
ら
が
大

き

に
、
神
の
御
こ
ま
り

あ
そ
ば
す
処
で

、
何

方
に
取
し
て
も

、
一
方

は

恨
む
る
訣
で
御
座

る
。
尤
も
是
し
き

の
小

事
を
、
せ
わ

や
く

神
は
、

小

さ
き
神
で
、
此
の
天

地
を
御
幸
ひ
あ
そ

ば
す
神
々
な
ど
へ

、
持
て

行
て

願
ふ
は
、
甚
だ
恐

れ
多

き
こ
と
で
御
座

る
。
左
に
右

に
、
神
に

祈
り

さ
へ
す
れ
ば
、

空
腹
い
時
に
、
飯
を
食

た
や
う
な
、
験

が
有
る

は

ず
、
と
思
ふ
は
宜
し

く
な
い
。
（
巻
上

、
一
三

〇
頁
）

人
形

つ
か
い
の
譬
え
は

、
篤
胤

自
身
が
神

の
不
可

知
性
、
人
間

の
力

で

は
及

ば
な
い
吉
凶
禍
福
を
意

識
し

て
い
た
と

い
う
こ

と
を
意
味
す

る
。
た

し
か
に

、
今

、
こ
の
よ
う

に
穏

や
か
な
生
活
を

送
っ
て
い
る

が
、

一
瞬
の

間

に
そ
れ
は
破

壊
さ

れ
る
よ
う

な
、
危
う

い
も
の
な

の
か
も

し
れ
な

い
。
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そ
う
だ
か
ら
こ
そ
、
今
の
太
平
を
楽
し
み
、
も
し
そ
れ
を
侵
す
よ
う
な
者

が
あ
る
と
す
れ
ば
、
彼
ら
を
徹
底
的
に
排
除
・
攻
撃
す
る
こ
と
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。
「
極
楽
よ
り
此
の
世
が
楽
み
だ
」
と
す
る
楽
天
主
義
的
な
太

平
の
讃
歌
は
、
不
条
理
な
生
活
感
覚
と
紙
一
重
で
も
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、

穏
や
か
な
生
活
を
脅
か
す
者
へ
の
攻
撃
の
激
し
さ
は
、
一
層
、
強
ま
っ
た

の
で
あ
る
。

最
後

に
、
『
伊
吹
於
呂

志
』

の
な
か
で
、
京

都
の
「
禁

裏
様
」
（
巻
上
、

一
一
五
頁
）
を
「
わ

が
天
皇

様
」

と
呼
ん
で

い
た
こ
と

の
思

想
史
的
な
意

味
を
考
え

て
お
き
た

い
。

実
に
御
国
の
内

に
も

、
江

戸
の
人
気
は
、
強
く
勇
ま
し

く
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ

。
大
切

な
訣
が
あ
る
で
御
座
る
。
其
の
大
切

な
訣
と
云

ふ
は

、

先
頃
も
申
す
通
り

、
こ

の
大
日
本
は
、
万
国
の
本
国

、
祖
国
で
、
其

の
上
に
、
わ

が
天

皇
様

は
、
天

照
皇
大
神
宮
様
か

ら
、
御
血
筋

が
御

連
綿
と
御

つ
ゞ
き

遊
ば
し
て
、
万
国
の
御
大
君

に
御

坐
し
、
そ
の
御

大
君
よ
り

、
万

国
の
お
き
て
、
御
取
締
を
御
命
じ

あ
そ
ば
し
て
、
御

大
政
を
御
任
せ

な
さ
れ
て
指
置
る

二

征
夷
大
将

軍
の
御
膝
元

に
生

る

ゝ
者

は

、
猶
更

自

然
と

強
く

な
け

れ

ば
な

ら

ぬ
訣

で
御

座

る

。

（
前
出
）

こ
れ
ま
で
見
て
き

た
よ
う
に
、
『
伊

吹
於
呂

志
』
の
な
か
で
は
、「
皇
国
」

の
生
れ
で
あ

る
こ
と

（
所
属
意
識
）
の
自
覚
化

・
意

識
化

を
説

い
て

い
る

が
、
も
っ
と
積
極

的
に
「
皇
国
」

の
生
れ
で
あ
る
こ
と

の
特
権
性
に
つ

い

て
は
講

説
し
て

い
な
か

っ
た
。
実

は
こ

の
特
権

性
は
す

で
に
、
『
伊

吹
於

呂

志
』
の
講
説
を

聞
い
た
門
人
た
ち

に
と

っ
て
は
自
明

だ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
と

い
う

の
は

、
『
伊

吹
於

呂
志

』
の

講
説

は
先

に
述

べ
た
よ
う

に

、

そ
の
特
権
性

、
具
体
的
に

い
え
ば

、
こ

の
「
皇
国
」

に
生
ま
れ
た
人
は
神

の
子

孫
で
あ

る
と

い
う
神
胤
説
を

説
い
て

い
た
「
古

道
大

意
」
の
講
説
を

聞

い
た
者
た
ち

に
た
い
し
て
な

さ
れ
て
い
た
か
ら
で

あ
る
。
『
古
道
大
意
』

の
冒
頭
、
篤
胤

は
次
の
よ
う
に
述

べ
て
、
講
説
の
内
容

を
告
げ
て

い
た

。

今
コ

よ
一
演

説
イ
タ

シ
マ
ス

所
（

、
古
道
ノ
大
意

デ
、
先
ソ
ノ
説

ク

所
（

、
此
方

ノ
学
風

ヲ
古
学

卜
申
ス
ユ

エ
ン
、

マ
タ
其
古

学
ノ
源

、

及

ビ
ソ
レ

ヲ
開
キ
初

メ
、
人

ニ
ヲ
シ
ヘ
、
世

二
弘
メ
ラ
レ

タ
ル
人

々

ノ
伝

ノ
大
略

、
マ

タ
其
ヨ
リ

本
ヅ
ク
所

、
マ

タ
神
代
ノ
ア

ラ
マ

シ
、

神
ノ
御
徳

ノ
有
ガ

タ
キ
所
以

、
マ

タ
御
国
ノ

神
国
ナ
ル
謂
、

マ
タ
賤

ノ
男

我
々

二
至

ル

マ
デ
モ
、

神
ノ
御
末

二
相
違

ナ
キ
ユ

エ
ン
、
又

、

天
地
ノ

初
発

、
イ
（

ユ
ル

開
闢
ヨ
リ
致

シ
テ
恐

レ
ナ

ガ
ラ
、
御
皇

統

ノ
聯

綿
卜
、
御
栄

工
遊

バ
サ
レ
テ
、
万
国

二
竝

ブ
国
ナ
ク

、
物

モ
事

モ
万
国

二
優
レ
テ
ヲ
ル
事

、
又
御
国
ノ
人
（

、
ソ
ノ
神
国
ナ
ル

ヲ
以

テ
ノ
故

二
、
自
然

テ

ン
テ
、
正

シ
キ
真
ノ
心

ヲ
具
ヘ
テ
居
ル

。
其
ヲ

古

ヨ
リ
大

和
心

ト
モ

、
大
和

魂
ト

モ

申
テ
ア

ル

。
（
『
古

道
大
意

』

巻
上
）

『
伊
吹
於
呂

志
』
と
重
な

る
内

容
も
あ

る
が
、
「
御
国
ノ
人
」

が
ど
ん
な

賤
し

い
身
分

の

も

の
で
あ

っ

て
も

、
み

な

神
胤

で

あ

る
と

す

る
説
は

、

『
古

道
大
意

』

の
講

説
の
一

つ
の

趣
旨
で

あ

っ
た

。
そ

も
そ
も

、
こ

う
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し
た
「
神
国
」

の
「

賤
ノ
男

我
々
二
至
ル
マ

デ
モ

、
神
ノ
御
末
二
相
違
ナ

キ
」
と
す

る
神
胤
説

は
、
天

照
大
神
の
御
子
で
あ

る
天

皇
が
神
で
あ

る
と

い
う
天
皇
＝
「
現
人

神
」

説
と

一
体
の
も
の
で
あ

っ
た
。
『
伊
吹
於
呂
志
』

と
同
じ
こ

ろ
、
文
化

一
〇
年
に
草

稿
が
で
き

た
と

い
わ

れ
る

『
玉

た
す

き
』
の
一
節
は
そ

れ
を
端
的

に
示

し
て

い
る
。

か
く
我

が
御
国

に
、
委

き
正

説
の
伝
は
れ

る
は

、
も
と

造
物
主
の
本

国
な

る
故

に
、
如
レ
此
伝
は
り

、
我
天

皇
命
は

、
直
に
天
照

日
大
御

神
の
御

胤
な
る

ぞ
。
か
く

い
ふ
我
ら
も

、
皆
神

の
末
裔
な

る
故

に

、

我
が
国
を
神
の
御
国
と
云
由

を
、
懇
に
誨
し
聞
せ

。
（
『
玉

た
す
き
』

巻
九
）

篤
胤
が

『
伊
吹
於
呂
志
』

の
な
か
で
「
わ

が
天
皇
様
」

と
呼

び
か
け

る

時
、
そ
の
「
我
」
と
は

「
賤

ノ
男
我

々
二
至
ル

マ
デ
モ

、
神
ノ
御
末
」
で

あ
る
「
我

々
」

で
あ

っ
た
の
で
あ

る
。
そ
し

て
、
そ

の
「
賤
ノ
男
」

は
、

こ

れ
ま
で
見

て
き
た
よ

う
に
、
『
伊

吹
於
呂
志

』
を
聞

い
て

い
る
、
江
戸

の
庶
民
の
な
か
の
「
無
学

の
人
」
で
あ
っ
た
。
篤
胤
は

、
自

分
も
含
め
た
、

こ

う
し
た
「
無
学
の
人
」
で
あ

る
「
我
々
」

の
「
大
君
」
と

し
て
京
都
の

「
禁
裏
様
」
を
仰
ぎ
、
「
わ

が
天
皇
様
」

と
呼
ん
で

い
る
の
で
あ
る
。

本
居
宣
長
に
と
っ
て
、
天
照
大
神

の
神
代
以

来
、
こ

の
「
皇
国
」
を
治

め
て

い
る
天
皇

の
存
在

は
、

上
下

の
秩
序

の
希
望

の
光

で
あ

っ
た

が

、

篤
胤
に
と

っ
て
も
、
秩
序

の
永
続

性
の
証
で

あ
っ
た

。
し

か
も
、
「
わ

が

天

皇
様
」
は

ど
こ
か
遠

い
存

在
な

の
で
は
な

く
、
「
賤

ノ
男
我

々
」

と
親

し

い
、
血
統

を
同
じ
く

す
る
身
内
と

し
て
立

ち
現
れ
て

い
る
の
で

あ
る
。

だ
か
ら
、
こ

の
「
わ

が
天
皇
様
」

の
尊
貴
性
を
高
め

る
こ
と

は
、
わ
れ
わ

れ
自
身
の
尊
貴
性
を
高
め
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
「
わ
が
天
皇
様
」

を
戴
い
て
い
る
、
「
無
学
の
人
」
で
あ
る
「
賤
ノ
男
我
々
」
も
「
神
ノ
御

末
」
で
あ
る
、
こ
の
「
皇
国
」
の
生
れ
で
あ
る
こ
と
に
誇
り
を
も
ち
、
強

い
意
志
と
勇
武
の
「
大
和
心
」
を
持
て
と
、
江
戸
の
庶
民
に
講
説
し
て
い

た
の
で
あ
る
。
篤
胤
が
京
都
の
「
禁
裏
様
」
を
「
わ
が
天
皇
様
」
と
呼
称

す
る
こ
と
の
画
期
性
は
、
こ
の
よ
う
に
「
無
学
の
人
」
に
「
皇
国
」
の
所

属
意
識
＝
ナ
シ
ョ
ナ
ル

ー
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
与
え
た
こ
と
に
あ
る
。

本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
こ
う
し
た
篤
胤
の
思
想
の
画
期
性
が
浮

か
び
上
が
っ
て
く
る
の
も
、
も
と
も
と
『
伊
吹
於
呂
志
』
の
講
説
の
〈
受

け
手
〉
が
江
戸
の
庶
民
の
「
無
学
の
人
」
に
た
い
す
る
も
の
だ
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
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