
83　平田篤胤の語る大和魂

平
田
篤
胤
の
語
る
大
和
魂
─
理
想
的
心
性
に
お
け
る
雅
と
武
の
統
合

─

増
田
　
友
哉

は
じ
め
に

　

平
田
篤
胤
（
一
七
七
六
─
一
八
四
三
）
の
思
想
研
究
で
は
、
篤
胤
に

お
け
る
霊
魂
や
幽
冥
の
問
題
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

こ
の
よ
う
な
篤
胤
研
究
の
視
座
の
中
で
、
見
落
と
さ
れ
て
い
る
の
が

篤
胤
思
想
に
お
け
る
大
和
魂
の
持
つ
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
は
篤
胤

が
日
本
人
の
あ
る
べ
き
心
、
生
き
方
を
如
何
に
捉
え
た
の
か
と
い
う
、

現
実
世
界
に
お
け
る
倫
理
の
問
題）

1
（

で
あ
り
、
そ
し
て
化
政
期
以
降
の

江
戸
後
期
と
い
う
思
想
空
間
と
如
何
に
関
連
し
て
語
ら
れ
る
の
か
と

い
う
問
題
で
あ
る
。

　

そ
の
た
め
、
本
稿
で
は
篤
胤
に
お
け
る
理
想
的
人
間
心
性
、
す
な

わ
ち
大
和
魂
が
ど
の
よ
う
な
内
実
を
持
つ
も
の
と
し
て
語
り
だ
さ
れ

る
の
か
を
中
心
に
考
察
す
る
。
そ
の
際
、
篤
胤
が
本
居
宣
長
（
一
七

三
〇
─
一
八
〇
一
）
に
お
け
る
雅
と
い
う
観
念
を
如
何
に
捉
え
な
お
し

た
の
か
に
注
目
し
た
い
。

　

結
論
を
先
取
り
す
れ
ば
、
篤
胤
は
巧
み
な
神
話
解
釈）

2
（

を
通
じ
、
西

洋
列
強
に
武
強
さ
で
勝
る
よ
う
な
心
と
、
日
常
の
人
間
関
係
を
円
滑

に
す
る
よ
う
な
雅
な
心
を
統
合
し
、
人
々
に
理
想
的
心
性
と
し
て
提

示
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
篤
胤
の
主
張
は
、
江
戸
後

期
の
人
々
に
お
い
て
求
め
ら
れ
た
日
本
像
や
人
間
の
理
想
像
を
反
映

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る）

（
（

。
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第
一
節　

平
田
篤
胤
の
思
想
研
究
と
本
稿
の
目
的

　

篤
胤
は
安
永
五
年
（
一
七
七
六
）
に
久
保
田
藩
士
、
大
和
田
氏
の

家
に
生
ま
れ
、
天
保
一
四
年
（
一
八
四
三
）
に
没
し
て
い
る
。
生
前

の
宣
長
と
の
関
わ
り
は
な
い
も
の
の
、
没
後
門
人
を
自
称
し
、
江
戸

に
お
い
て
多
く
の
門
人
を
獲
得
し
た
。
ま
た
、
篤
胤
の
国
学
が
農
村

の
庄
屋
層
を
中
心
と
し
て
、
全
国
的
に
普
及
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら

れ
て
い
る）

4
（

。

　

篤
胤
は
大
和
魂
を
『
霊
能
真
柱
』
に
お
い
て
以
下
の
様
に
語
っ
て

い
る
。古

学
す
る
徒
は
。
ま
づ
主む

ね

と
大
倭
心
を
堅
む
べ
く
。
こ
の
固か

た
めの

堅か
た

在か
ら

で
は
。
真
ノ
道
の
知
が
た
き
由
は
。
吾
師
ノ
翁
の
。
山や

ま

管す
げ

の
根ね

の
丁ね

も

寧こ
ろ

に
。
教

お
し
へ

悟さ
と
しし

お
か
れ
つ
る
。
此こ

は
磐
根
の
極
み
突

立
る
。
厳

い
か
し

柱は
し
らの

。
動
ま
じ
き
教
へ
な
り
け
り
。
斯か

く

て
そ
の
大
倭

心
を
。
太
ク
高
く
固
メ
ま
く
欲ほ

り

す
る
に
は
。
そ
の
霊
の
行
方
の

安し
ず

定ま
り

を
。
知
る
こ
と
な
も
先
な
り
け
る
。（『
霊
能
真
柱
』
平
田
全

集
七
、
九
三
頁
）

　

篤
胤
を
論
じ
る
に
当
た
っ
て
必
ず
引
か
れ
る
、
よ
く
知
ら
れ
た
一

文
で
あ
る
。
こ
こ
で
篤
胤
に
よ
っ
て
死
後
の
問
題
が
大
和
魂
と
直
結

さ
れ
る
。
戦
後
の
篤
胤
研
究
は
、
こ
の
篤
胤
の
死
後
世
界
へ
の
関
心

を
巡
っ
て
ス
タ
ー
ト
し
た）

5
（

。

　

子
安
宣
邦
は
上
記
の
篤
胤
の
言
明
、「
霊
の
行
方
の
安し

ず

定ま
り

」
に
対

し
て
「
い
わ
ば
宗
教
的
安
心
を
え
る
こ
と
が
第
一
に
必
要
な
こ
と
だ

と
篤
胤
は
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
一
気
に
国
学
的
言
説
は
篤
胤
的

レ
ベ
ル
に
飛
躍
す
る
（
中
略
）
国
学
的
言
説
が
人
々
の
宗
教
的
安
心

の
要
求
に
応
え
る
よ
う
な
教
説
と
し
て
の
性
格）

（
（

」
を
持
つ
よ
う
に
な

っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。

　

近
年
で
も
遠
藤
潤
に
よ
る
平
田
国
学
の
持
つ
宗
教
性
を
扱
っ
た
研

究）
7
（

や
金
沢
英
之
に
よ
る
『
霊
能
真
柱
』
の
下
敷
き
と
な
っ
た
『
三
大

考
』
に
お
け
る
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
の
研
究）

（
（

、
吉
田
真
樹
に
よ
る
篤
胤
の

霊
魂
観
を
詳
細
に
論
じ
た
研
究）

（
（

が
存
在
す
る
。

　

確
か
に
、
篤
胤
思
想
に
お
い
て
古
道
論
が
そ
の
中
心
を
占
め
て
い

る
こ
と
は
明
白
な
事
実
で
あ
る
。
も
と
よ
り
篤
胤
の
国
学
は
「
古
道

論
・
神
学
論
中
心
の
国
学）

10
（

」
と
分
類
さ
れ
、
宣
長
の
歌
学
や
文
芸
論

と
の
間
に
断
絶
が
認
め
ら
れ
て
き
た
。
田
原
嗣
郎
は
そ
の
点
を
、
篤

胤
に
は
「
宣
長
学
の
根
本
的
特
質
で
あ
っ
た
、
物
の
あ
わ
れ
を
し
る

心
＝
古
代
人
の
意
識
を
媒
介
と
す
る
と
い
う
方
法
が
完
全
に
脱
落
し

て
し
ま
っ
た）

11
（

」
と
指
摘
し
て
い
る
。

　

そ
の
よ
う
な
研
究
動
向
の
中
で
、
現
実
世
界
に
お
け
る
人
々
の
あ

る
べ
き
生
き
方
や
心
性
の
問
題
を
篤
胤
が
如
何
に
語
っ
た
の
か

0

0

0

0

0

と
い

う
問
題
は
、
十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い）

12
（

。
そ
の
た
め
、
本
稿

で
は
篤
胤
に
お
け
る
理
想
的
心
性
、
す
な
わ
ち
大
和
魂
が
ど
の
よ
う

な
規
範
を
持
つ
心
性
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
点
を
中
心

日本思想史学54-論文 増田友哉氏【再校】　　［出力］ 2022年9月28日　午後1時40分A5判：148×210mm　本文書体：リュウミンPr6N L-KL　13Q　行間8H　26W×22L  2段組

1

10

20

26

1

10

20

26

1

10

20

26

1

10

20

26

1522 20 10 5 1 1522 20 10 5 1



85　平田篤胤の語る大和魂

に
考
察
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
意
味
が
、
篤
胤
の
生
き
た
江
戸
後
期

社
会
に
お
い
て
求
め
ら
れ
た
理
想
的
人
間
像
や
日
本
像
で
あ
る
武
と

不
可
分
で
あ
っ
た
こ
と
も
確
認
し
た
い
。
ま
た
、
篤
胤
が
、
宣
長
の

理
想
的
心
性
で
あ
る
雅
を
放
擲
、
断
絶
し
た
の
で
は
な
く
、
神
話
の

解
釈
に
よ
っ
て
巧
み
に
そ
れ
を
変
質
さ
せ
る
こ
と
で
、
雅
と
武
を
統

合
す
る
よ
う
な
理
想
的
心
性
を
人
々
に
主
張
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に

し
た
い
。

第
二
節　

篤
胤
の
講
釈
に
お
け
る
大
和
魂

　

篤
胤
は
大
和
魂
を
如
何
に
市
井
の
人
々
に
語
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

篤
胤
に
は
自
ら
の
講
釈
を
基
に
し
た
『
古
道
大
意
』（
嘉
永
元
年
・
一

八
四
八
）、『
講
本
気
吹
颫
』（
文
久
二
年
・
一
八
六
二
）
等
の
版
本
が
あ

る）
1（
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
講
釈
を
基
に
し
た
版
本
は
、
篤
胤

の
死
後
か
ら
相
当
の
時
間
が
経
っ
て
か
ら
出
版
さ
れ
て
お
り
、
篤
胤

の
養
子
で
あ
る
平
田
銕
胤
が
出
版
に
際
し
て
内
容
や
表
現
に
手
を
加

え
て
い
る
の
は
先
学
が
明
ら
か
に
す
る
通
り
で
あ
る）

14
（

。

　

そ
の
た
め
、
本
稿
で
は
、
篤
胤
存
命
中
や
死
後
間
も
な
い
頃
の
史

料
に
注
目
し
、
篤
胤
の
講
釈
内
容
に
よ
り
近
い
と
考
え
ら
れ
る
史
料

に
基
づ
い
て
考
察
し
た
い
。『
古
道
大
意
』
に
つ
い
て
は
、
中
川
和

明
が
そ
の
書
誌
情
報
を
詳
細
に
検
討
し
、
銕
胤
が
篤
胤
死
後
間
も
な

い
天
保
十
五
年
（
一
八
四
四
）
に
制
作
し
た
清
書
本
（
現
在
上
巻
は
欠

本
）
を
羽
田
野
敬
雄
に
送
付
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
さ

ら
に
中
川
は
、
そ
の
清
書
本
の
正
確
な
転
写
本
（
弘
化
二
年
・
一
八
四

五
の
写
本
）
が
、
東
京
大
学
文
学
部
国
文
学
研
究
室
本
居
文
庫
に
上

下
巻
揃
っ
て
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る）

15
（

。
ま
た
、『
講

本
気
吹
颫
』
に
つ
い
て
は
、
三
ツ
松
誠
が
「
篤
胤
が
残
し
た
別
々
の

講
釈
原
稿
群
を
寄
せ
集
め
て
つ
く
ら
れ
て
い
る）

1（
（

」
と
指
摘
し
、
そ
の

元
と
な
っ
た
複
数
の
原
稿
を
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
が
所
蔵
す
る

平
田
篤
胤
関
係
資
料
か
ら
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　

以
上
の
先
学
に
よ
る
考
証
を
参
考
に
し
、
本
節
で
は
、
本
居
文
庫

所
蔵
の
『
古
道
大
意）

17
（

』
を
中
心
と
し
て
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
が

所
蔵
す
る
『
講
本
気
吹
颫
』
の
元
原
稿
の
一
部
で
あ
る
「
江
戸
気

性）
1（
（

」、「
い
ふ
き
お
ろ
し）

1（
（

」
を
参
照
し
、
篤
胤
の
講
釈
に
お
い
て
大
和

魂
が
ど
の
よ
う
に
主
張
さ
れ
た
の
か
を
分
析
す
る
。

　

篤
胤
は
、『
古
道
大
意
』
の
冒
頭
で
大
和
魂
を
、「
御
国
の
人
ハ
。

そ
の
神
国
な
る
を
以
て
の
故
に
。
お
の
づ
か
ら
に
致
し
て
。
正
し
き

真
の
心
を
そ
な
へ
て
を
る
。
そ
れ
を
古
ヘ
よ
り
大
和
心
と
も
、
大
和

魂
と
も
申
て
あ
る
」（『
古
道
大
意
』
上
巻
、
一
丁
ウ
）
と
語
る
。
こ
こ
で
、

大
和
魂
は
神
国
で
生
ま
れ
た
人
々
が
生
得
的
に
獲
得
す
る
正
し
い
心

と
し
て
主
張
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
は
篤
胤
が
講
釈
と
い
う
一
般
民
衆
を
聞
き
手
と
す
る
場
面
で

「
賤
の
男
我
々
に
至
る
ま
て
も
神
の
御
末
に
相
違
な
き
ゆ
ゑ
ん
」（
同

前
上
巻
、
一
丁
オ
）
を
語
る
中
に
、
講
釈
師
と
し
て
の
篤
胤
に
よ
る
民
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衆
と
の
関
係
性
に
そ
の
理
由
が
あ
る
だ
ろ
う
。
前
田
勉
は
、
篤
胤
の

講
釈
を
、「
無
学
の
人
」
に
「
こ
の
「
皇
国
」
の
生
ま
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）

20
（

」
と
結
論
し
て
い
る
。
篤
胤
自
ら
が

言
う
よ
う
に
、「
こ
う
し
や
く
ハ
常
と
ハ
違
て
は
つ
き
り
と
そ
の
こ

と
を
人
に
き
き
と
ら
せ
ん
と
す
る
が
趣
意
の
も
の
」（『
江
戸
気
性
』
八

丁
ウ
）
と
い
う
自
覚
の
下
で
、
人
々
に
そ
の
内
容
が
説
か
れ
た
の
で

あ
る
。

　

篤
胤
が
江
戸
の
市
中
で
講
釈
し
始
め
た
文
化
年
間）

21
（

は
、
レ
ザ
ノ
フ

の
来
航
（
文
化
元
年
・
一
八
〇
四
）、
薪
水
給
与
令
の
実
施
（
文
化
三
年
）、

フ
ヴ
ォ
ス
ト
フ
事
件
（
文
化
三
、
四
年
）
フ
ェ
ー
ト
ン
号
事
件
（
文
化

五
年
）、
ゴ
ロ
ー
ニ
ン
事
件
（
文
化
八
年
）
と
外
患
が
続
発
し
た
時
代

で
も
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
揺
れ
動
く
時
代
の
中
で
、
講
釈
師
篤
胤

は
自
国
の
優
越
や
、
大
和
魂
の
持
つ
意
味
の
語
り
を
民
衆
へ
と
始
め

た
。
篤
胤
は
今
を
生
き
る
市
井
の
人
々
の
要
求
に
応
じ
て
、
大
和
魂

を
語
る
の
で
あ
る）

22
（

。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
渡
辺
浩
は
「
十
八
世
紀
半
ば
以
降
、
よ
り
広

く
、「
英
雄
」「
豪
傑
」
へ
の
関
心
が
昂
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る）

2（
（

」
と
し
、

武
士
身
分
に
限
ら
ず
、
町
や
村
の
野
心
的
な
若
者
に
お
い
て
、
武
強

さ
へ
の
憧
憬
が
高
ま
っ
た
こ
と
を
、
篤
胤
の
著
作
を
含
め
た
多
様
な

文
献
か
ら
説
明
し
て
い
る
。
渡
辺
は
そ
の
理
由
と
し
て
、
①「
中
国

の
白
話
小
説
の
影
響
」、
②「
歴
史
へ
の
意
識
」、
③「
西
洋
へ
の
関

心
」
を
挙
げ）

24
（

、
日
本
列
島
近
海
に
姿
を
見
せ
始
め
た
西
洋
と
い
う
存

在
が
広
範
な
階
級
の
人
々
を
刺
激
し
、
英
雄
や
豪
傑
へ
の
憧
憬
を
広

げ
た
一
因
と
す
る
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
、
篤
胤
は
「
万
国
に
英
雄
豪
傑
の
国
と
ほ

ま
れ
を
取
た
る
。
此
御
国
」（『
古
道
大
意
』
下
巻
、
四
十
四
丁
ウ
）
の
あ

ら
ま
し
や
「
日
本
人
ハ
め
つ
ぽ
う
に
豪
傑
た
と
い
ふ
証
拠
」（
同
前

下
巻
、
四
十
三
丁
ウ
）
を
、
衆
人
に
講
釈
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
大

和
魂
に
つ
い
て
、
伊
藤
聡
は
「
宣
長
─
篤
胤
や
『
菅
家
遺
誡
』
に
よ

っ
て
、
一
挙
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
「
や
ま
と
だ
ま
し
い
」
は
、

外
国
の
脅
威
が
現
実
化
し
、
攘
夷
思
想
が
高
ま
っ
て
い
く
中
で
さ
ら

に
浮
上）

25
（

」
し
た
と
し
、
大
和
魂
と
い
う
言
葉
の
普
及
に
お
い
て
篤
胤

が
果
た
し
た
役
割
の
大
き
さ
を
指
摘
し
、
大
和
魂
が
対
外
危
機
へ
の

反
応
と
結
び
つ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

　

篤
胤
が
生
き
た
時
代
に
、
大
和
魂
と
い
う
言
辞
が
外
国
の
侵
略
に

対
応
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
例
と
し
て
、
前
田
が
指
摘
す
る
村
田

春
海
と
和
泉
真
国
の
論
争
が
あ
る
。
こ
の
論
争
は
宣
長
没
後
の
享

和
二
年
（
一
八
〇
二
）
に
生
じ
た
、
両
者
の
『
令
集
解
』
解
釈
を
巡

る
論
争
で
あ
る）

2（
（

。

　

こ
の
論
争
の
中
で
、
春
海
が
太
宰
春
台
の
『
弁
道
書
』
に
お
け
る

上
古
の
日
本
に
道
が
無
い
と
し
た
立
場
を
取
る
の
に
対
し
て
、
真
国

は
「
も
と
日や

ま

本と
だ

魂ま
し
いな

く
て
、
真
の
道
を
し
ら
ぬ
故
の
ま
よ
ひ）

27
（

」
で
あ

る
と
批
判
す
る
。
真
国
の
批
判
は
、
宣
長
の
『
直
毘
霊
』
で
語
ら
れ
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87　平田篤胤の語る大和魂

る
内
容
と
の
間
に
ズ
レ
は
生
じ
て
い
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し

か
し
真
国
は
続
け
て
以
下
の
よ
う
に
春
海
を
批
判
す
る
。

わ
ぬ
し
な
ど
の
、
上
も
な
く
尊
み
玉
ふ
聖
人
の
国
と
い
へ
る
あ

た
り
よ
り
、
大お

お
いに

賊
兵
を
起
し
て
、
も
し
、
吾〔

欠
字
〕皇

国
を
犯お

か

せ

る
事
も
あ
ら
ば
、
わ
ぬ
し
の
徒
は
、
戎

え
び
す

等
の
足
下
に
這は

い

か
ゞ
ま

り
て
、
道み

ち

引び
き

せ
む
も
、
し
る
べ
か
ら
ず
。
さ
れ
ば
、
わ
ぬ
し
の
、

「
宣
長
が
を
し
へ
は
、
不ふ

受じ
ゆ

不ふ

施せ

・
御
獄
門
徒
な
ど
い
ふ
邪
法

に
ひ
と
し
」
と
謗そ

し

り
玉
へ
ど
、
彼カ

ナ
タ方

の
皇ヤ

マ
ト国

魂
よ
り
は
、
ま
た
、

し
か
い
へ
る
を
ば
、「
天
主
教
の
奴
僕
也
」
と
も
、
卑い

や
しめ

、
悪に

く

む
べ
し）

2（
（

。

　

真
国
は
他
国
か
ら
の
侵
略
を
仮
定
し
て
、
有
事
の
際
、
漢
意
に
染

ま
っ
た
人
間
が
外
国
の
侵
略
を
助
け
る
存
在
と
な
る
と
し
て
批
判
す

る
。
そ
の
よ
う
な
人
々
は
大
和
魂
か
ら
見
れ
ば
、
キ
リ
シ
タ
ン
に
他

な
ら
な
い
と
の
論
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
大
和
魂
の
「
有
効
性
」
を

前
田
は
「
思
う
に
、
そ
れ
は
、
同
時
代
の
人
々
が
惑
溺
し
て
い
た
キ

リ
シ
タ
ン
禁
制
の
論
理
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
侵
略

を
手
助
け
す
る
と
い
う
「
神
国
」
の
論
理
で
あ
る）

2（
（

」
と
分
析
す
る
。

町
人
で
あ
る
二
人
の
こ
の
論
争
か
ら
は
、
対
外
的
な
侵
略
に
対
す
る

危
機
感
に
応
じ
る
大
和
魂
と
い
う
、
宣
長
に
お
い
て
必
ず
し
も
明
確

に
意
識
化
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
考
え
方
が
看
取
さ
れ
る
。

　

一
方
、
篤
胤
に
な
る
と
、
も
は
や
外
国
か
ら
の
侵
略
は
観
念
上
の

も
の
で
は
な
く
、
直
面
す
る
現
実
の
課
題
で
あ
っ
た
。
篤
胤
は
「
先

年
蝦
夷
の
放
れ
嶋
へ
海
賊
が
来
て
。
ぬ
す
み
を
し
て
行
た
と
い
ふ

噂
」（『
古
道
大
意
』
下
巻
、
五
十
五
丁
オ
）
を
人
々
と
講
釈
の
中
で
共
有

す
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
外
患
の
懸
念
に
対
し
て
篤
胤
は
、「
此

国
ハ
神
国
じ
や
。
我
等
も
神
孫
じ
や
。
何
も
毛
唐
人
め
が
ゑ
び
す
ど

も
め
が
。
何
ば
か
り
の
事
を
仕
出
す
物
か
。
か
け
ち
ら
し
て
や
る
が

よ
い
」（
同
前
下
巻
、
五
十
五
丁
ウ
）
と
威
勢
の
よ
い
言
葉
で
応
じ
る
の

で
あ
る
。
そ
の
た
め
篤
胤
に
お
け
る
大
和
魂
の
内
実
は
以
下
の
様
に

語
ら
れ
る
。

さ
て
夫
程
結
構
な
る
情
を
。
天
つ
神
の
御
霊
に
よ
つ
て
生
れ
得

て
ゐ
る
に
よ
つ
て
。
夫
な
り
に
偽
ら
ず
ま
が
ら
ず
行
を
。
人
間

の
真
の
道
と
い
ふ
。（
中
略
）
御
国
人
ハ
お
の
づ
か
ら
に
武
く
正

し
く
。
直
に
生
れ
つ
く
。
是
を
大
和
心
と
も
御
国
魂
と
も
い
ふ

で
厶

〔
ご
ざ
る
〕。（

同
前
下
巻
、
五
十
七
丁
ウ
）

　

篤
胤
に
と
っ
て
武
き
こ
と
は
御
国
人
に
と
っ
て
神
か
ら
授
け
ら
れ

た
所
与
の
価
値
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
宣
長
が
捉
え
た
人
間
の

あ
り
の
ま
ま
の
心
、「
人
情
ト
云
モ
ノ
ハ
、
ハ
カ
ナ
ク
児
女
子
ノ
ヤ

ウ
ナ
ル
カ
タ
ナ
ル
モ
ノ
也
、
ス
ベ
テ
男
ラ
シ
ク
正
シ
ク
キ
ツ
ト
シ
タ

ル
事
ハ
、
ミ
ナ
人
情
ノ
ウ
チ
ニ
ハ
ナ
キ
モ
ノ
」（『
排
蘆
小
船
』
本
居
全

集
二
、
三
五
頁
）
と
い
う
考
え）

（0
（

と
篤
胤
の
大
和
魂
は
背
馳
す
る
の
で
あ

る
。

　

両
者
の
理
想
と
す
る
心
性
の
違
い
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
身
分
、
学

問
を
講
ず
る
対
象
、
時
代
状
況
が
存
在
し
た
。
篤
胤
は
武
士
身
分
の
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出
身
で
あ
っ
た
が
、
郷
里
を
出
奔
せ
ざ
る
を
得
ず）

（1
（

、
そ
の
後
、
武
士

と
し
て
の
士
官
の
道
を
模
索
し
続
け
た
よ
う
に
武
士
身
分
へ
の
憧
憬

が
存
在
し
た
。
篤
胤
に
は
、
宣
長
の
よ
う
な
統
治
主
体
と
し
て
の

武
士
身
分
に
対
す
る
違
和
感
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る）

（2
（

。
ま

た
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
篤
胤
の
学
問
は
江
戸
の
市
中
で
講
ぜ
ら
れ

た
。
そ
の
際
、
篤
胤
は
、「
自
然
と
い
ふ
が
則
神
の
御
心
で
。
お
し

な
べ
て
武
強
い
の
で
。
古
く
ハ
町
人
も
皆
刀
を
さ
へ
さ
し
て
あ
る
い

た
と
い
ふ
事
で
。
既
に
享
保
年
中
。
則
○
有
徳
院
様
の
御
代
に
。
町

人
の
と
も
が
ら
が
脇
指
を
さ
し
て
を
る
の
ハ
。
何
頃
よ
り
の
事
じ
や
。

ひ
か
へ
で
も
あ
る
か
と
御
尋
が
あ
つ
た
る
（
中
略
）
其
後
い
よ
〳
〵

御
か
ま
ひ
な
く
。
今
に
さ
し
を
る
事
で
厶
」（『
古
道
大
意
』
下
巻
、
五

十
一
丁
ウ
─
五
十
二
丁
オ
）
と
講
釈
し
て
お
り
、
神
か
ら
授
け
ら
れ
た

武
強
さ
は
、
武
士
だ
け
で
な
く
町
人
身
分
に
お
い
て
も
保
持
さ
れ
る

こ
と
が
、
町
人
の
脇
指
所
持
と
い
う
事
実
を
通
じ
て
主
張
さ
れ
た
。

　

ま
た
、
篤
胤
は
対
外
状
況
に
関
す
る
情
報
を
積
極
的
に
収
集
し
、

『
千
鳥
白
波
』（
文
政
十
年
・
一
八
一
三
）
を
著
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う

な
危
機
に
お
い
て
篤
胤
が
主
張
す
る
の
は
、「
事
と
あ
ら
む
時
の
心

得
ハ
。
自オ

ら
に
定
り
て
む
。
是
な
も
武
き
大
倭
心
」（『
千
島
の
白
波
』

平
田
全
集
補
遺
五
、
三
頁
）
で
あ
っ
た
。
篤
胤
と
そ
の
周
辺
に
と
っ
て
、

日
本
近
海
に
現
れ
る
異
国
船
と
そ
の
動
向
は
相
当
の
注
意
が
払
わ
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
篤
胤
は
異
国
船
の
脅
威
を
認
識
す

る
一
方
で
、「
御
国
の
人
ハ
。
か
の
ケ
ン
フ
ル
も
申
た
通
り
。
自
然

に
雄
々
し
く
武
強
い
事
」（『
古
道
大
意
』
下
巻
、
五
十
五
丁
ウ
）
と
し
て
、

外
国
人
側
の
証
言
と
す
る
言
説
に
よ
っ
て
、
日
本
の
人
々
が
生
得
的

に
武
強
い
こ
と
を
主
張
し
よ
う
と
し
た）

（（
（

。
こ
こ
に
は
明
瞭
な
西
洋
へ

の
視
点
が
存
在
す
る
。
宣
長
は
漢
と
皇
国
と
い
う
関
係
で
、
道
と
い

う
共
通
す
る
基
盤
の
中
で
皇
国
の
優
越
を
論
じ
て
い
た
が
、
篤
胤
に

は
西
洋
の
武
力
を
も
含
め
て
皇
国
の
優
越
を
論
じ
る
必
要
が
生
じ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
た
め
篤
胤
は
、
タ
イ
オ
ワ
ン
事
件
（
寛
永
五
年
・
一
六
二
八
）

に
お
け
る
日
本
人
の
オ
ラ
ン
ダ
人
に
対
す
る
武
力
行
為
を
「
大
和
心

の
大
丈
夫
で
。
か
や
う
の
事
に
当
つ
て
ハ
。
中
々
五
分
で
も
引
気
の

な
き
者
ど
も
故
」（『
古
道
大
意
』
下
巻
、
四
十
四
丁
ウ
）
と
理
解
し
、
彼

ら
の
行
為
を
称
揚
す
る
。
篤
胤
は
西
洋
諸
国
に
対
し
て
、
武
と
い
う

価
値
を
以
っ
て
優
越
す
る
大
和
魂
を
衆
人
の
前
で
高
ら
か
に
講
釈
す

る
の
で
あ
る）

（4
（

。

　

さ
ら
に
篤
胤
は
神
話
の
解
釈
に
も
武
と
い
う
価
値
を
読
み
込
も
う

と
す
る
。
篤
胤
は
神
話
の
中
で
国
土
が
創
造
さ
れ
る
際
に
「
産
霊
の

神
の
御
授
け
遊
ば
す
に
。
品
こ
そ
あ
ら
う
に
。
矛
を
下
さ
れ
た
に
ハ
、

深
き
御
心
も
い
は
れ
も
あ
ら
う
で
厶
」
と
し
て
、
ア
メ
ノ
ヌ
ボ
コ
と

い
う
武
具
に
よ
っ
て
こ
の
国
が
造
ら
れ
た
か
ら
こ
そ
「
御
国
の
自
然

と
堅
固
て
。
人
の
武
強
く
勝
れ
て
を
る
の
も
。
先
あ
ら
か
し
め
こ
ゝ

に
き
ざ
し
が
見
え
る
」（『
古
道
大
意
』
下
巻
、
五
十
丁
ウ
─
五
十
一
丁
オ
）

と
述
べ
る
。
篤
胤
に
と
っ
て
武
と
は
現
実
の
武
家
政
治
を
越
え
、
神

日本思想史学54-論文 増田友哉氏【再校】　　［出力］ 2022年9月28日　午後1時40分A5判：148×210mm　本文書体：リュウミンPr6N L-KL　13Q　行間8H　26W×22L  2段組

1

10

20

26

1

10

20

26

1

10

20

26

1

10

20

26

1522 20 10 5 1 1522 20 10 5 1



89　平田篤胤の語る大和魂

話
で
語
ら
れ
る
国
土
の
誕
生
時
に
ま
で
遡
る
伝
統
と
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
そ
の
た
め
篤
胤
は
武
を
否
定
す
る
ど
こ
ろ
か
、
自
ら
の
国
の
優

れ
た
特
徴
と
し
て
、
称
揚
す
べ
き
伝
統
と
す
る
。

　

宣
長
が
雅
と
い
う
価
値
を
神
話
に
見
出
し
、
そ
れ
を
同
時
に
自
ら

の
規
範
、
理
想
と
し
た
こ
と
と
同
様
に
、
篤
胤
は
武
と
い
う
価
値
を

神
話
か
ら
見
出
し
、
当
代
社
会
に
お
け
る
理
想
的
価
値
と
す
る
の
で

あ
る
。
講
釈
師
篤
胤
は
、
全
て
の
人
々
が
武
強
い
大
和
魂
を
生
ま
れ

な
が
ら
に
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
訴
え
、
人
々
は
そ
の
言
説
を

迎
合
す
る
。
そ
れ
は
対
外
的
危
機
の
中
で
、
武
の
価
値
が
上
昇
し
た

こ
と
と
分
け
て
考
え
ら
れ
な
い
事
態
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
武
を
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
価
値
と
す
る
篤
胤
は
、
宣

長
の
雅
と
い
う
雄
々
し
さ
と
対
立
す
る
よ
う
な
価
値
を
ど
の
よ
う
に

捉
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

第
三
節　

篤
胤
の
敷
島
歌
理
解

　

篤
胤
に
お
け
る
雅
の
理
解
を
巡
っ
て
、
宣
長
の
敷
島
歌
を
篤
胤
が

ど
の
よ
う
に
解
釈
し
た
か
と
い
う
点
か
ら
先
ず
は
考
え
た
い
。
そ
し

て
そ
の
篤
胤
の
解
釈
が
、
講
釈
で
人
々
に
説
い
た
よ
う
な
武
強
い
大

和
魂
と
関
係
し
て
い
る
の
か
を
検
討
す
る
。

　

敷
島
歌
と
は
、
本
居
宣
長
が
六
十
一
歳
（
寛
政
二
年
・
一
七
九
〇
）

の
折
に
大
和
心
を
詠
ん
だ
「
し
き
嶋
の
や
ま
と
こ
ゝ
ろ
を
人
と
は
ゝ

朝
日
に
に
ほ
ふ
山
さ
く
ら
花）

（5
（

」
と
い
う
歌
で
あ
る
。
本
居
大
平
が
敷

島
歌
の
歌
意
を
「
う
る
は
し
き
よ
し
な
り
と
、
先
師
い
ひ
置
か
れ
た

り）
（（
（

」
と
説
明
し
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
宣
長
が
詠
っ
た
大
和
心
と
は
山

桜
の
美
し
さ
に
た
と
え
ら
れ
る
よ
う
な
心
で
あ
っ
た
。

　

そ
し
て
、
宣
長
に
と
っ
て
人
の
あ
る
べ
き
心
に
反
す
る
心
と
は
、

「
喜ヨ

ロ
コぶ

べ
き
事
を
も
、
さ
の
み
喜ヨ

ロ
コば

ず
、
哀カ

ナ
シむ

べ
き
こ
と
を
も
、
さ

の
み
哀カ

ナ
シま

ず
、
驚オ

ド
ロく

べ
き
事
に
も
驚オ

ド
ロか

ず
、
と
か
く
物
に
動ド

ウ

ぜ
ぬ
を
、

よ
き
事
に
し
て
尚タ

ツ
トぶ

は
、
み
な
異イ

国コ
ク

風フ
ウ

の
虚

イ
ツ
ワ
リ
カ
ザ
リ

偽
に
し
て
、
人
の
実

情
に
は
あ
ら
ず
」（『
玉
く
し
げ
』
本
居
全
集
八
、
三
一
六
頁
）
と
し
て
理

解
さ
れ
て
い
た
。
宣
長
に
と
っ
て
美
し
い
山
桜
を
美
し
さ
と
し
て
捉

え
る
よ
う
な
心
こ
そ
が
実
情
で
あ
り
、
理
想
的
な
心
性
で
あ
っ
た
。

　

同
様
に
、
宣
長
は
雅
に
つ
い
て
、「
人
の
心
に
さ
か
ひ
た
る
、
後

の
世
の
さ
か
し
ら
心
の
、
つ
く
り
風ミ

ヤ
ビ流

に
し
て
、
ま
こ
と
の
み
や

び
ご
ゝ
ろ
に
は
あ
ら
ず
（
中
略
）
す
べ
て
な
べ
て
の
人
の
ね
が
ふ
心

に
た
が
へ
る
を
、
雅
と
す
る
は
、
つ
く
り
こ
と
ぞ
お
ほ
か
り
け
る
」

（『
玉
勝
間
』
本
居
全
集
一
、
一
四
四
頁
）
と
考
え
て
い
た
。
宣
長
に
お
け

る
理
想
的
心
性
と
雅
は
、
作
為
を
否
定
し
た
先
に
あ
る
実
情
を
根
底

と
す
る
点
が
共
通
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

篤
胤
は
敷
島
歌
を
以
下
の
様
に
解
釈
す
る
。

一
首
の
意
ハ
も
し
人
が
此
方
に
。
君
の
心
ハ
ど
う
で
ご
ざ
る
ぞ
。

又
大
和
心
と
い
ふ
ハ
ど
う
し
た
趣
で
ご
ざ
る
と
問
ふ
た
な
ら
バ
。

答
へ
て
。
大
和
心
と
い
ふ
物
ハ
。
春
山
の
桜
の
花
の
。
た
ん
と
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う
る
は
し
く
咲
て
あ
る
所
ヘ
。
朝
日
の
さ
し
あ
が
る
ま
ゝ
に
。

其
花
へ
き
ら
〳
〵
と
う
つ
り
て
。
照
あ
ふ
様
な
物
じ
や
。
又
わ

し
が
心
も
其
通
り
で
こ
ざ
る
と
答
へ
る
と
い
は
し
や
る
（『
古
道

大
意
』
下
巻
、
五
十
八
丁
ウ
─
五
十
九
丁
オ
）

　

篤
胤
に
よ
る
歌
意
の
解
釈
は
概
ね
穏
当
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
篤
胤
は
、
大
和
心
を
山
桜
の
美
し
さ
に
よ
っ
て
た
と
え
る
と

い
う
宣
長
の
理
解
を
踏
襲
し
て
い
る
。
前
節
で
篤
胤
が
大
和
魂
を
語

る
際
に
必
ず
伴
わ
れ
て
い
た
、
武
強
さ
や
勇
敢
さ
と
い
う
価
値
に
は
、

こ
こ
で
は
直
接
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

　

そ
も
そ
も
篤
胤
は
『
歌
道
大
意
』
に
お
い
て
、
そ
の
冒
頭
で
自
ら

述
べ
る
よ
う
に
「
鈴
屋
翁
が
説
を
本
と
致
し
て
」（『
歌
道
大
意
』
平
田

全
集
十
五
、
四
頁
）
歌
道
を
理
解
し
て
い
る
。
篤
胤
の
歌
論
を
分
析
し

た
朴
鍾
祐
は
「
ま
ず
彼
〔
篤
胤
〕
の
基
本
的
な
歌
論
の
大
枠
は
宣
長

の
説
を
越
え
な
い
と
い
う
こ
と
が
言
え
る）

（7
（

」
と
結
論
し
て
い
る
。
篤

胤
に
お
い
て
も
「
歌
を
詠
み
出
す
事
は
こ
の
物
の
あ
は
れ
を
知
る
処

の
深
き
中
か
ら
出
来
る
も
の
」（『
歌
道
大
意
』
平
田
全
集
十
五
、
一
四
頁
）

で
あ
る
と
い
う
認
識
は
宣
長
の
歌
論
を
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
で
は
篤
胤
は
敷
島
歌
に
お
け
る
美
や
雅
に
基
づ
く
大
和
心
と
、

今
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
、
日
本
人
の
理
想
的
心
性
と
し
て
の
武
ば

っ
た
大
和
魂
を
切
り
離
し
て
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
点
に
お
い
て
、
敷
島
歌
に
関
す
る
篤
胤
の
評
に
見
逃
す
こ
と

が
出
来
な
い
点
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
「
な
ん
と
う
る
は
し
く
い
さ

ぎ
よ
く
匂
ひ
や
か
な
る
物
も
多
き
申

〔
マ
マ
〕に

。
是
ほ
ど
う
る
は
し
い
事
ハ

あ
る
ま
い
で
厶
。
く
ど
い
様
な
れ
ど
も
。
御
国
人
ハ
皆
々
下
の
心
に
。

此
う
る
は
し
く
潔

イ
サ
ギ
ヨき

心
を
以
て
ゐ
る
」（『
古
道
大
意
』
下
巻
、
五
十
九
丁

オ
）
と
の
歌
へ
の
評
で
あ
る
。
こ
こ
で
篤
胤
は
潔
さ
を
宣
長
の
和
歌

か
ら
読
み
出
し
、
そ
れ
を
御
国
人
が
生
得
的
に
持
つ
「
元
の
う
る
は

し
い
心
」、「
大
和
心
、
御
国
魂
」（
同
前
）
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
で

あ
る）

（（
（

。

　

し
か
し
こ
の
潔
さ
と
い
う
価
値
は
、
宣
長
が
「
国
ノ
タ
メ
君
ノ
タ

メ
ニ
、
イ
サ
キ
ヨ
ク
死
ス
ル
ハ
、
男
ラ
シ
ク
キ
ツ
ト
シ
テ
、
誰
モ
ミ

ナ
ネ
ガ
ヒ
ウ
ラ
ヤ
ム
事
」
で
あ
り
な
が
ら
も
、「
歌
ハ
情
ヲ
ノ
ブ
ル

モ
ノ
ナ
レ
ハ
、
又
情
ニ
シ
タ
ガ
フ
テ
、
シ
ト
ケ
ナ
ク
ツ
タ
ナ
ク
ハ

カ
ナ
ル
ヘ
キ
コ
ト
ハ
リ
」（『
排
蘆
小
船
』
本
居
全
集
二
、
三
六
─
三
七
頁
）

と
し
た
よ
う
に
、
潔
さ
と
は
、
実
情
に
反
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら

れ
て
い
た
。

　

結
局
、
篤
胤
は
宣
長
の
歌
論
を
そ
の
ま
ま
祖
述
す
る
訳
で
は
な
く
、

歌
論
に
お
い
て
も
宣
長
と
異
な
る
価
値
を
見
出
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
が
敷
島
歌
に
篤
胤
が
見
出
し
た
「
潔
さ
」
で
あ
っ
た）

（（
（

。
篤

胤
は
、
宣
長
が
実
情
に
反
す
る
と
し
て
退
け
た
自
ら
死
を
選
ぶ
行
為

を
、「
日
本
人
ハ
大
胆
と
い
つ
て
よ
か
ら
ふ
か
。
英
雄
と
い
つ
て
よ

か
ら
ふ
か
。
め
つ
ぽ
う
強
い
気
象
が
あ
る
。（
中
略
）
い
は
ゞ
平
気
で
。

自
身
に
腹
を
か
き
切
て
死
ぬ
。
事
に
の
ぞ
ん
で
命
を
惜
ま
ぬ
」（『
古

道
大
意
』
下
巻
、
四
十
三
丁
オ
─
ウ
）
と
し
て
、
死
に
臨
む
際
の
日
本
人
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91　平田篤胤の語る大和魂

の
潔
さ
、
切
腹
を
英
雄
的
行
為
と
し
て
講
釈
の
中
で
称
揚
し
て
い
る
。

ま
た
、
こ
こ
で
篤
胤
が
「
く
ど
い
様
」
と
念
を
押
し
て
い
る
よ
う
に
、

篤
胤
が
『
古
道
大
意
』
を
通
じ
て
、
繰
り
返
し
人
々
に
説
い
た
御
国

人
が
生
得
的
に
持
つ
心
と
は
「
御
国
人
ハ
お
の
づ
か
ら
に
武
く
正
し

く
。
直
に
生
れ
つ
く
。
是
を
大
和
心
と
も
御
国
魂
と
も
い
ふ
」（『
古

道
大
意
』
下
巻
、
五
十
七
丁
ウ
）
も
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
し
て
そ
れ
は
篤
胤
に
よ
る
恣
意
的
な
解
釈
で
あ
り
な
が
ら
も
、

同
時
に
時
代
意
識
の
反
映
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
。
後
年
、
宣
長

の
養
子
で
あ
る
本
居
大
平
が
篤
胤
の
『
玉
襷
』
に
寄
せ
た
序
文
（
天

保
二
年
・
一
八
三
二
）
で
は
、
歌
文
に
傾
倒
す
る
人
々
を
批
判
す
る
一

方
で
、
篤
胤
の
「
雄
ご
ゝ
ろ
」
を
評
価
し
て
い
る
。

世
に
歌
よ
む
人
よ
。
あ
る
時
は
い
に
し
へ
書
を
も
見
る
物
の
。

歌
に
の
み
か
ゝ
づ
ら
ひ
も
て
あ
そ
び
て
。
道
に
は
よ
ら
ぬ
こ
そ
。

昔
も
今
も
ふ
さ
は
し
か
ら
ぬ
こ
と
な
れ
。
そ
は
此
た
ま
だ
す
き

に
。
益マ

ス

良ラ

武タ
ケ

雄
の
。
雄ヲ

ご
ゝ
ろ
た
け
く
い
ひ
あ
は
め
て
。
世
の

た
め
道
の
た
め
。
秋
の
田
の
た
の
も
し
さ
。（『
玉
手
繦
序
』
平
田

全
集
六
、
八
─
九
頁
）

　

宣
長
の
正
統
で
あ
る
大
平
で
さ
え
も
が
篤
胤
の
「
雄
ご
ゝ
ろ
」
を

評
価
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
宣
長
も
「
そ
の
主

と
し
て
よ
る
べ
き
す
ぢ
は
、
何
れ
ぞ
と
い
へ
ば
、
道
の
学
問
な
り
」

（『
宇
比
山
踏
』
本
居
全
集
一
、
五
頁
）
と
し
て
道
の
学
問
を
重
視
は
し
た

が
、
道
の
学
問
と
雄
々
し
さ
は
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
寧

ろ
こ
の
雄
々
し
さ
と
い
う
も
の
は
、
宣
長
に
と
っ
て
は
否
定
的
価
値

を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
宣
長
に
と
っ
て
、
道
へ
と
至
る
階
梯
と
し

て
人
々
に
求
め
ら
れ
る
の
は
、
歌
や
物
語
を
通
じ
て
得
ら
れ
る
雅
な

の
で
あ
っ
た
。

す
べ
て
人
は
、
雅
の
趣
を
し
ら
で
は
有
ル
べ
か
ら
ず
、
こ
れ
を

し
ら
ざ
る
は
、
物
の
あ
は
れ
を
し
ら
ず
、
心
な
き
人
な
り
、
か

く
て
そ
の
み
や
び
の
趣
を
し
る
こ
と
は
、
歌
を
よ
み
、
物
語
書

な
ど
を
よ
く
見
る
に
あ
り
、
然
し
て
古
ヘ
人
の
み
や
び
た
る
情

を
し
り
、
す
べ
て
古
ヘ
の
雅
た
る
世
の
有
リ
さ
ま
を
、
よ
く
し

る
は
、
こ
れ
古
の
道
を
し
る
べ
き
階
梯
也
（『
宇
比
山
踏
』
本
居

全
集
一
、
二
九
頁
）

　

一
方
で
、
篤
胤
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
雄
々
し
さ
、
武
強
さ
と
い

っ
た
価
値
と
雅
と
い
う
言
葉
を
統
合
さ
せ
る
よ
う
な
言
説
が
存
在
す

る
。
篤
胤
は
神
話
の
解
釈
を
基
に
し
て
、
新
た
に
創
造
し
た
雅
を
、

人
々
の
生
き
る
上
で
の
規
範
と
し
て
提
示
す
る
の
で
あ
る
。

第
四
節　

篤
胤
に
お
け
る
雅
の
理
解

　

篤
胤
が
新
た
に
提
示
す
る
雅
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
武
強
さ
や
敵

に
勇
敢
に
立
ち
向
か
う
と
い
っ
た
性
質
を
含
む
。
こ
れ
ら
の
性
質

は
二
節
、
三
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
篤
胤
が
講
釈
す
る
大
和
魂
に

お
い
て
繰
り
返
し
主
張
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
篤
胤
は
、
そ
の
よ
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う
な
雅
の
祖
型
と
し
て
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
と
い
う
神
を
挙
げ
、
人
々

が
如
何
に
日
常
を
生
き
る
べ
き
か
を
『
宮
比
神
御
伝
記
』（
文
政
十
二

年
・
一
八
二
九
）
と
い
う
講
釈
を
基
に
し
た
著
書
に
お
い
て
説
い
て
い

る
。
篤
胤
は
神
話
的
存
在
で
あ
る
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
の
行
為
を
創
造
的

に
解
釈
す
る
こ
と
で
、
理
想
的
心
性
や
現
実
社
会
を
如
何
に
生
き
る

べ
き
か
を
人
々
に
示
す
の
で
あ
る
。

　

篤
胤
は
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
を
、
雅
を
体
現
す
る
「
宮
比
神
」
と
し
、

ア
マ
テ
ラ
ス
が
岩
戸
に
引
き
こ
も
っ
た
際
の
、
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
の
役

割
を
重
要
視
す
る
。
そ
れ
は
単
に
、
神
話
世
界
に
お
け
る
一
場
面
で

は
な
く
、
現
世
の
人
々
の
規
範
を
示
す
雅
の
祖
型
と
し
て
人
々
に
示

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
篤
胤
は
以
下
の
様
に
、
ア
マ
テ
ラ
ス
を
岩
戸
か

ら
お
び
き
出
す
際
の
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
を
描
写
す
る
。

宮
比
神
い
と
も
妙
に
美
し
き
御
声
に
て
。
ひ一と
ふ二た
み三

よ四

。

い五つ
む六ゆ
な七ゝ
。
や八

こ
九ゝ

の
た十り
。
も百ゝ
ち千

よ
万ろ

づ
。
と
六
言

四
句
の
歌
を
。
謡
ひ
て
舞
た
ま
ひ
。
神か

む

懸が
ゝ
りと

て
。
憑つ

き

物も
の

の
せ
し

如
く
。
女
神
の
は
ぢ
て
得
為
ま
じ
き
。
胸む

な

乳ぢ

を
か
き
出
し
。
内

股
さ
へ
に
顕
は
し
給
ひ
。
裳
の
紐
を
陰ほ

ど

の
辺
ま
で
お
し
垂
れ
。

わ
ざ
と
可
笑
し
く
物
狂
は
し
く
。
舞
を
ど
り
給
ひ
け
り
。（『
宮

比
神
御
伝
記
』
平
田
全
集
七
、
三
六
五
頁
）

　

こ
こ
で
篤
胤
は
、
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
に
よ
る
歌
と
舞
を
解
釈
し
、
そ

れ
ぞ
れ
に
意
味
を
与
え
る
。
舞
に
つ
い
て
は
、
陰
部
を
さ
ら
け
出
す

こ
と
を
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
が
厭
わ
な
い
こ
と
を
、「
女
に
は
此
上
も
な

き
大
事
の
処
な
る
を
。
其
辺
ま
で
顕
は
し
て
。
し
ど
け
無
く
裳
紐
を

垂
れ
給
へ
る
は
。
実
に
洒
落
の
極
み
と
云
ふ
べ
し
。
今
の
凡た

ゞ

人び
と

の
み

な
ら
ず
。
神
世
の
神
等
も
。
か
ゝ
る
態
に
は
う
か
れ
笑
ふ
ぞ
真ま

ご

情ゝ
ろ

な

り
け
る
」（
同
前
）
と
解
釈
す
る
。
女
神
が
陰
部
を
出
し
て
踊
る
と
い

う
優
雅
さ
と
懸
け
離
れ
た
行
為
を
、
篤
胤
は
「
洒
落
の
極
み
」
と
し
、

そ
の
よ
う
な
場
で
生
ま
れ
る
笑
い
が
、
神
世
の
神
と
今
を
生
き
る
篤

胤
た
ち
と
の
間
に
共
通
す
る
「
真
情
」
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
歌
に
つ
い
て
も
「
御
歌
の
末
句
に
。
も
ゝ
ち
よ
ろ
づ

と
宣
へ
る
は
。
実ま

こ
とに

は
股も

ゝ

乳ち

宜
し
と
綺さ

れ

語こ
と

し
て
。
神
た
ち
を
笑
は

せ
。
そ
の
笑
ひ
に
大
御
神
の
怪
み
ま
し
て
。
岩
屋
戸
を
出
給
は
む

事
を
思
ひ
は
か
り
て
な
り
」（
同
前
）
と
い
う
意
味
を
持
つ
と
解
釈
す

る
。
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
の
歌
は
、
自
ら
の
姿
態
を
褒
め
る
と
い
う
「
綺

語
」
と
し
て
、
神
々
を
笑
わ
せ
る
と
い
う
意
味
を
持
つ
も
の
と
し
て

理
解
さ
れ
る
。
篤
胤
に
と
っ
て
は
こ
の
よ
う
な
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
の
行

為
が
「
宮
比
神
の
ま
こ
と
の
宮み

や

風び

」
で
あ
り
、
宣
長
が
理
想
と
す
る

よ
う
な
『
伊
勢
物
語
』
や
『
源
氏
物
語
』
の
登
場
人
物
た
ち
の
行
為

や
「
風
流
閑
雅
な
ど
の
字
」
を
「
み
や
び
の
本
意
と
思
へ
る
は
。
い

と
も
浅
ま
し
き
事
」（
同
前
、
三
七
二
頁
）
と
否
定
す
る
。
篤
胤
は
宮

人
の
行
為
や
風
流
閑
雅
と
い
っ
た
日
常
か
ら
遠
い
世
界
に
雅
を
捉
え

る
の
で
は
な
く
、
人
々
の
笑
い
や
「
洒
落
」
と
い
っ
た
日
常
生
活
の

中
に
雅
を
捉
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
篤
胤
は
こ
の
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
の
歌
を
「
歌
と
い
ふ
歌
の
始
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93　平田篤胤の語る大和魂

め
に
て
。
是
よ
り
以
前
に
。
歌
と
い
ふ
物
あ
る
こ
と
無
れ
ば
」（
同

前
、
三
六
七
頁
）
と
し
て
、
歌
と
い
う
営
み
の
起
源
神
話
と
し
て
も
理

解
す
る
。
そ
し
て
篤
胤
は
、
和
歌
だ
け
で
は
な
く
「
旋せ

頭ど
う

歌か

。
俳は

い

諧か
い

歌か

。
狂き

よ

歌う
か

。
連れ

ん

歌が

。
発ほ

つ

句く

。
地ぢ

口ぐ
ち

に
至
る
ま
で
。
凡
て
言
葉
に
句

を
な
し
。
章あ

や

を
調
へ
て
吟
ず
る
も
の
皆
是
よ
り
起
り
。
ま
た
謡う

た

曲ひ
も
のの

類
ひ
神か

ぐ

楽ら

歌う
た

。
催さ

い

馬ば

楽ら
く

、
今い

ま

様や
う

。（
中
略
）
浄じ

や

瑠う
る

璃り

節ぶ
し

」（
同
前
）
と
す

る
よ
う
に
、
人
々
が
日
常
的
に
親
し
ん
で
い
た
歌
謡
も
和
歌
と
起
源

を
一
括
し
て
捉
え
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
篤
胤
の
歌
や
雅
、
真
情
へ
の
理
解
は
、
宣
長
の
そ
れ

と
は
全
く
異
な
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

歌
は
た
ゞ
心
に
お
も
ふ
筋
を
い
ひ
の
ぶ
る
物
ぞ
と
て
。
今
の
人

の
心
を
今
の
詞
も
て
。
あ
り
の
ま
ゝ
に
よ
み
た
ら
ん
は
。
今
の

世
に
し
づ
の
め
わ
ら
は
べ
の
謡
ふ
小
歌
は
や
り
歌
な
ど
い
ふ
物

の
さ
ま
に
て
。
い
と
い
や
し
く
き
た
な
き
歌
な
る
べ
し
。
さ
や

う
な
ら
ん
は
た
と
ひ
実
の
情
よ
り
よ
み
出
た
り
共
。
よ
も
神
も

人
も
あ
は
れ
と
は
き
か
じ
。
さ
れ
ば
後
の
世
の
い
や
し
き
心
詞

に
て
は
。
よ
き
歌
は
よ
み
い
で
が
た
き
故
に
。
い
に
し
へ
の
み

や
び
や
か
な
る
心
こ
と
ば
を
学
び
な
ら
ふ
に
よ
り
て
。（『
石
上

私
淑
言
』
本
居
全
集
二
、
一
七
四
頁
）

　

ま
た
、
宣
長
に
と
っ
て
の
雅
の
理
想
と
は
、「
昔
ヨ
リ
伝
ハ
リ
来

テ
美ウ

ル
ハシ

キ
公
家
ノ
風
儀
」、「
尤
モ
美ウ

ル
ハシ

ク
、
閑ミ

ヤ

麗ビ
ヤ
カ」「

朝
廷
公
家
ノ

美
シ
ク
都
雅
ナ
ル
風
儀
」（『
本
居
宣
長
随
筆
』
十
一
巻
、
本
居
全
集
十
三
、

六
一
二
頁
）
な
の
で
あ
っ
た
。
篤
胤
が
宮
廷
物
語
に
お
け
る
行
為
を

雅
で
は
な
い
と
否
定
し
、
和
歌
と
浄
瑠
璃
節
の
起
源
を
同
じ
と
す
る

こ
と
で
、
雅
を
市
井
の
人
々
の
生
活
と
密
接
な
も
の
と
す
る
の
は
、

宣
長
に
と
っ
て
は
到
底
受
け
付
け
ら
れ
な
い
雅
の
理
解
で
あ
っ
た
。

　

一
方
で
、
篤
胤
は
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
の
行
為
か
ら
真
実
の
雅
を
見
出

し
、
そ
の
雅
に
基
づ
い
た
人
々
の
理
想
的
な
生
き
方
を
以
下
の
様
に

示
す
。さ

て
其
み
や
び
の
趣さ

ま

は
。
男
女
に
よ
ら
ず
。
常
の
も
の
言
ざ
ま

は
云
に
及
ば
ず
。
立
ふ
る
舞
に
自
か
ら
に
威
儀
あ
り
て
。
優
美

に
う
る
は
し
く
。
立
居
に
つ
け
て
手
の
麁
相
。
足
の
麁
相
あ
る

事
な
く
。
見
る
人
ご
と
に
愛
敬
ひ
し
た
ひ
懐
き
。
主き

み

親お
や

は
い
ふ

に
及
ば
ず
。
凡
て
貴
人
に
侍
ひ
て
は
。
能
く
常
の
御
心
を
さ
し

く
み
て
。
事
を
と
ゝ
の
へ
。
或
は
わ
が
下
に
た
つ
朋
輩
な
ど
麁

相
あ
や
ま
ち
有
と
き
は
密
に
心
を
つ
け
て
人
に
知
し
め
ず
。
も

し
上
の
御
機
嫌
を
そ
こ
ね
た
る
人
あ
ら
ば
。
よ
く
御
前
を
執

な
し
申
し
て
。
そ
の
御
き
げ
ん
の
直
る
べ
く
実
の
心
を
も
つ

て
和な

ご

し
参
ら
せ
且
そ
の
仕
ふ
る
人
の
。
上
を
恨
み
奉
る
ま
じ
く
。

其
事
と
な
く
和
め
諭
し
て
。
ま
す
〳
〵
奉
公
に
誠
な
ら
し
め
。

（『
宮
比
神
御
伝
記
』
平
田
全
集
七
、
三
七
一
頁
）

　

こ
こ
で
篤
胤
は
、
雅
の
持
つ
意
味
を
、
芸
術
や
所
作
に
お
け
る
美

し
さ
や
典
雅
さ
だ
け
で
は
な
く
、
人
々
の
日
常
生
活
に
お
け
る
生
き

方
の
指
針
と
し
て
再
定
位
す
る
。
こ
こ
で
雅
と
し
て
語
ら
れ
る
の
は
、
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主
従
や
家
族
、
友
人
と
の
関
係
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
人
間
関
係
の

中
で
波
風
を
立
て
ず
に
穏
や
か
に
生
き
る
こ
と
、
日
々
の
奉
公
に
励

む
と
い
う
一
般
的
な
道
徳
を
説
い
て
い
る
点
で
、
近
世
後
期
社
会
に

お
け
る
一
般
的
な
道
徳
と
背
馳
す
る
と
こ
ろ
は
な
い）

40
（

。

　

一
方
で
、
篤
胤
は
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
を
規
範
と
し
、
主
従
関
係
を
脅

か
す
敵
に
対
し
て
は
、
恐
れ
る
こ
と
な
く
立
ち
向
か
う
よ
う
な
心
、

「
強
悍
猛
固
」
な
心
を
、
ま
た
人
々
と
の
関
係
性
を
維
持
す
る
た
め

に
は
恥
を
顧
み
な
い
よ
う
な
「
狂
言
」
を
人
間
関
係
に
調
和
を
も
た

ら
す
「
真
の
み
や
び
」
と
す
る
。

ま
た
上
を
守
り
奉
る
心
は
。
か
の
強
悍
猛
固
に
し
て
。
其
を
お

も
て
に
顕
は
さ
ず
。
御
側
ち
か
く
参
る
ま
じ
き
者
な
ど
。
忍
び

て
近
よ
ら
む
と
す
る
は
。
お
ひ
退
ぞ
け
。
ま
た
何
さ
ま
の
化
物

不
敵
者
に
も
。
面
が
ち
向
ひ
て
恐
る
ゝ
事
な
く
。
た
ゞ
し
顕
し
。

又
然
る
べ
き
時
に
当
り
て
は
。
人
の
恥
て
え
す
ま
じ
き
狂た

は

言こ
と

を

も
憚
ら
ず
物
し
て
。
並
ゐ
る
人
を
と
よ
も
し
笑
は
せ
。
親
子
。

夫
婦
。
兄
弟
。
朋
友
の
中
ら
ひ
も
睦
ま
し
く
。
和
や
か
な
る
が

真
の
み
や
び
の
大
凡
に
て
。（
同
前
）

　

篤
胤
は
、
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
を
「
此
神
強つ

よ
く悍

猛た

固け

き
故
に
。
於お

受ず

売め

と
も
申
せ
り
」（
同
前
、
三
六
六
頁
）
と
理
解
し
て
お
り
、
雅
を
体
現

す
る
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
の
主
要
な
性
質
を
武
強
さ
と
考
え
た
。
そ
し
て

篤
胤
は
、
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
を
規
範
と
す
る
よ
う
な
武
強
い
心
や
人
間

の
在
り
方
に
お
い
て
こ
そ
、
和
や
か
な
人
間
関
係
が
成
立
す
る
と
し
、

「
真
の
み
や
び
」
に
即
し
た
人
間
の
理
想
的
な
生
き
方
だ
と
主
張
す

る
の
で
あ
る
。
相
反
す
る
よ
う
な
雅
と
武
が
、
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
の
行

為
へ
の
解
釈
に
よ
っ
て
矛
盾
な
き
も
の
へ
と
統
合
さ
れ
、
一
つ
の
理

想
的
な
生
き
方
、
心
と
し
て
人
々
に
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
『
古
道
大
意
』
で
繰
り
返
し
主
張
さ
れ
た
、「
御
国
人
ハ
お
の
づ
か

ら
に
武
く
正
し
く
。
直
に
生
れ
つ
く
。
是
を
大
和
心
と
も
御
国
魂
」

（『
古
道
大
意
』
下
巻
、
五
十
七
丁
ウ
）
と
し
て
の
心
性
、
生
き
方
は
『
宮

比
神
御
伝
記
』
で
は
神
を
祖
型
と
し
て
、
身
近
な
人
間
関
係
を
調
和

す
る
「
真
の
み
や
び
」
を
実
現
し
、
同
時
に
外
敵
と
対
峙
す
る
際
の

「
武
き
」
心
を
保
持
す
る
形
で
人
々
の
理
想
的
生
き
方
と
し
て
説
か

れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
篤
胤
の
語
り
の
背
景
に
は
、
江
戸
後
期
社
会
を
生
き

た
人
々
が
、
様
々
な
危
機
の
中
で
、
豪
傑
の
よ
う
な
武
強
さ
を
憧
憬

す
る
一
方
で
、
生
活
者
と
し
て
穏
や
か
に
世
を
渡
っ
て
い
く
こ
と
へ

の
相
反
す
る
願
望
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
講

釈
師
篤
胤
と
そ
れ
を
受
容
す
る
聴
衆
と
の
関
係
の
よ
り
詳
細
な
考
察

は
、
後
考
を
期
し
た
い
。

お
わ
り
に

　

そ
も
そ
も
篤
胤
に
と
っ
て
の
求
め
る
べ
き
古
の
道
と
は
、
そ
の
歴

史
観
に
お
い
て
語
ら
れ
る
よ
う
に
武
き
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
。
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95　平田篤胤の語る大和魂

篤
胤
は
源
氏
が
天
下
を
治
め
た
こ
と
を
「
天
ノ
下
乱ミ

ダ

れ
に
乱ミ

ダ

れ
て
。

終ツ
ヒ

に
は
武
家
の
世ヨ

と
ぞ
成ナ

リ

け
る
。
其ソ

は
武
官
を
卑イ

ヤ
シむ

る
こ
と
。
甚イ

タ

く
古
意
に
違タ

ガ

へ
れ
ば
。
武タ

ケ
キを

要ム
ネ

と
す
る
。
古
ノ
道
に
復カ

ヘ

し
給
ふ
。
皇ス

メ

神ガ
ミ

た
ち
の
神カ

ム

慮ハ
カ
リ」（『

玉
襷
』
平
田
全
集
六
、
三
四
頁
）
と
し
て
理
解
し
て

い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
篤
胤
は
日
本
人
の
持
つ
べ
き
心
を
、

「
御
国
人
ハ
お
の
づ
か
ら
に
武
く
正
し
く
。
直
に
生
れ
つ
く
。
是
を

大
和
心
と
も
御
国
魂
と
も
い
ふ
で
厶
」（『
古
道
大
意
』
下
巻
、
五
十
七
丁

ウ
）
と
す
る
の
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
篤
胤
は
「
世
の
人
の
心
本も

と

は
。
武た

け

く
勇
め
り
し
を
。
外と

つ

国く
に

説ご
と

の
入
交
り
て
。
人
心
わ
ら
賢さ

か

し
く
。
女
々
し
く
な
り
も
て
来こ

し
」（『
霊
能
真
柱
』
平
田
全
集
七
、
一
四
七
頁
）
と
す
る
。
宣
長
は
「
人

情
ト
云
モ
ノ
ハ
、
ハ
カ
ナ
ク
児
女
子
ノ
ヤ
ウ
ナ
ル
カ
タ
ナ
ル
モ
ノ
」

（『
排
蘆
小
船
』
本
居
全
集
二
、
三
五
頁
）
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
た

が
、
篤
胤
に
お
い
て
は
「
外
国
説
」
の
影
響
に
よ
っ
て
人
々
の
心
が

「
女
々
し
く
」
な
っ
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
た
め
、
篤
胤
に
と
っ
て
現
在
と
は
「
今
ま
た
古
へ
学
の
か
く

真み
さ

盛か
り

な
る
に
つ
き
て
は
。
漸
に
人
心
も
。
古
へ
の
雄
々
し
き
に
か
へ

り
往ゆ

く
べ
き
時
」（『
霊
能
真
柱
』
平
田
全
集
七
、
一
四
七
頁
）
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
、
古
学
の
隆
盛
と
雄
々
し
き
心
の
復
権
は
当
代
社
会
に
お

い
て
パ
ラ
レ
ル
に
進
行
す
る
事
態
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
雄
々
し

き
心
、
大
和
魂
は
対
外
危
機
に
応
じ
る
よ
う
な
武
強
さ
を
軸
と
し
な

が
ら
も
、
現
実
に
根
差
し
た
形
で
、
身
近
な
人
間
関
係
を
調
和
さ
せ

る
よ
う
な
「
真
の
み
や
び
」
な
生
き
方
を
実
現
す
る
心
と
し
て
篤
胤

に
よ
っ
て
人
々
に
説
か
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

注
＊
本
居
宣
長
の
著
作
か
ら
の
引
用
に
お
い
て
は
筑
摩
書
房
版
の
『
本
居

宣
長
全
集
』
を
用
い
た
。
引
用
箇
所
の
指
示
に
つ
い
て
は
、
書
名
、

本
居
全
集
巻
数
、
頁
数
の
形
で
示
し
た
。

＊
平
田
篤
胤
の
一
部
著
作
か
ら
の
引
用
に
お
い
て
は
名
著
出
版
版
の

『
新
修
平
田
篤
胤
全
集
』
を
用
い
た
。
引
用
箇
所
の
指
示
に
つ
い
て

は
、
書
名
、
平
田
全
集
巻
数
、
頁
数
の
形
で
示
し
た
。

＊
引
用
文
、
翻
刻
文
の
漢
字
は
、
適
宜
通
行
の
字
体
に
改
め
た
。
ま
た
、

〔　

〕
内
は
増
田
注
。

（
1
）�

和
辻
哲
郎
『
日
本
倫
理
思
想
史
』
下
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九

五
二
年
）
六
七
八
頁
。
和
辻
は
「
篤
胤
の
神
道
説
は
、
宣
長
の
長
所

で
あ
る
古
典
の
文
学
的
研
究
と
関
係
な
く
、
宣
長
の
最
も
弱
い
点
、

即
ち
そ
の
狂
信
的
な
神
話
の
信
仰
を
う
け
つ
ぎ
、
そ
れ
を
狂
信
的
な

情
熱
に
よ
っ
て
拡
大
し
て
行
つ
た
も
の
」、「
濃
厚
に
変
質
者
を
思
は

せ
る
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
篤
胤
に
「
倫
理
」
を
見

出
す
こ
と
を
避
け
ら
れ
た
時
代
が
あ
っ
た
。

（
2
）�
篤
胤
の
神
話
解
釈
は
そ
の
荒
唐
無
稽
さ
に
目
を
向
け
ら
れ
が
ち

だ
が
、
近
年
、
斎
藤
英
喜
ら
の
「
近
世
神
話
」
と
い
う
捉
え
方
に

よ
っ
て
、
そ
の
神
話
解
釈
の
創
造
性
や
十
九
世
紀
の
社
会
状
況
に
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直
面
す
る
中
で
の
営
為
と
し
て
理
解
さ
れ
始
め
て
い
る
。
斎
藤
英
喜

『
異
貌
の
古
事
記

─
あ
た
ら
し
い
神
話
が
生
ま
れ
る
と
き
』（
青
土

社
、
二
〇
一
四
年
）。

（
（
）�
伊
藤
聡
は
、
理
想
的
日
本
像
の
形
成
を
巡
っ
て
近
世
以
降
に

武
国
と
し
て
の
日
本
イ
メ
ー
ジ
が
形
成
さ
れ
た
と
す
る
。
伊
藤
聡

『
日
本
像
の
起
源

─
つ
く
ら
れ
る〈
日
本
的
な
る
も
の
〉』（
角
川
選

書
、
二
〇
二
一
年
）
四
一
二
─
四
二
九
頁
。
ま
た
渡
辺
浩
は
、
江
戸

社
会
に
お
け
る
理
想
的
男
性
イ
メ
ー
ジ
の
変
化
に
つ
い
て
、「
西
洋

の
進
出
」
を
挙
げ
て
、
特
に
武
士
層
に
お
い
て
「
英
雄
豪
傑
」
へ
の

関
心
と
憧
憬
が
深
ま
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
渡
辺
浩
『
明

治
革
命
・
性
・
文
明

─
政
治
思
想
史
の
冒
険
』（
東
京
大
学
出
版

会
、
二
〇
二
一
年
）
二
七
三
頁
。
篤
胤
に
よ
る
大
和
魂
の
語
り
は
こ

の
よ
う
な
動
向
と
切
っ
て
離
せ
な
い
関
係
に
あ
る
。

（
4
）�

伊
東
多
三
郎
『
草
莽
の
国
学
』（
羽
田
書
店
、
一
九
四
五
年
）。

（
5
）�

子
安
宣
邦
『
平
田
篤
胤
の
世
界
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
一

年
）
一
三
頁
。
子
安
が
「
折
口
信
夫
が
わ
ず
か
に
共
感
し
た
篤
胤

の
幽
界
へ
の
視
線
に
、
篤
胤
の
独
自
的
思
想
世
界
を
開
く
鍵
を
見

出
し
た
の
で
あ
る
。「
顕
事
」
に
統
合
さ
れ
な
い
「
幽
事
」
の
世
界

は
、
天
皇
制
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
狂
信
徒
の
像
に
重
ね
合
わ
せ
て
作
ら
れ

た
篤
胤
像
に
そ
ぐ
わ
な
い
思
想
世
界
の
存
在
を
告
げ
る
も
の
で
あ
っ

た
」
と
自
ら
の
篤
胤
研
究
の
ス
タ
ー
ト
を
語
っ
た
よ
う
に
、
戦
後
の

篤
胤
研
究
は
、
篤
胤
が
声
高
に
主
張
し
た
と
さ
れ
た
天
皇
制
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
と
一
定
の
距
離
を
取
り
、
篤
胤
の
幽
界
へ
の
視
線
を
主
な
研

究
対
象
と
し
た
。

（
（
）�

同
前
、
二
四
六
頁
。

（
7
）�

遠
藤
潤
『
平
田
国
学
と
近
世
社
会
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇

八
年
）。

（
（
）�

金
沢
英
之
『
宣
長
と
『
三
大
考
』

─
近
世
日
本
の
神
話
的
世

界
像
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
五
年
）。

（
（
）�

吉
田
真
樹
『
平
田
篤
胤

─
霊
魂
の
ゆ
く
え
』（
講
談
社
、
二

〇
一
七
年
。
初
版
二
〇
〇
九
年
）。

（
10
）�

内
野
吾
郎
『
江
戸
派
国
学
論
考
』（
創
林
社
、
一
九
七
九
年
）

六
二
頁
。

（
11
）�

田
原
嗣
郎
『
平
田
篤
胤
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六
年
。
初

版
一
九
六
三
年
）
一
六
六
頁
。

（
12
）�

勿
論
、
皆
無
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
、
先
駆
的
な
研
究
と
し
て

は
、
松
本
三
之
介
『
国
学
政
治
思
想
の
研
究

─
近
代
日
本
政
治
思

想
史
序
説
』（
有
斐
閣
、
一
九
五
七
年
）、
近
年
で
は
吉
田
麻
子
『
平

田
篤
胤

─
交
響
す
る
死
者
・
生
者
・
神
々
』（
平
凡
社
、
二
〇
一

六
年
）。
吉
田
は
同
書
で
篤
胤
と
そ
の
門
人
の
倫
理
を
考
察
し
、
篤

胤
が
現
世
を
越
え
た
価
値
で
あ
る
神
や
魂
を
語
っ
た
こ
と
で
、
門
人

た
ち
が
「
現
実
を
突
き
抜
け
た
善
性
を
」（
二
一
四
頁
）
発
揮
し
た

と
指
摘
し
て
い
る
。
一
方
で
、
篤
胤
の
神
学
的
問
題
で
あ
る
幽
冥
論

を
十
分
に
受
容
し
な
い
講
釈
の
聴
衆
に
対
し
て
、
篤
胤
が
「
現
実
」

を
如
何
に
生
き
る
べ
き
だ
と
語
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
本
稿
の
扱

う
問
題
で
あ
る
。
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97　平田篤胤の語る大和魂

（
1（
）�

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
『
明
治
維
新
と
平
田
国
学
』（
国
立
歴

史
民
俗
博
物
館
、
二
〇
〇
四
年
）
七
三
頁
。
刊
行
年
に
つ
い
て
は
上

記
図
録
の
「
平
田
国
学
関
係
年
譜
」
を
参
照
し
た
。

（
14
）�
例
え
ば
、
中
川
和
明
「
平
田
篤
胤
の
『
古
道
大
意
』
の
形
成
と

刊
行
」（『
日
本
思
想
史
学
』
三
七
号
、
二
〇
〇
五
年
）、
三
ツ
松
誠

「『
講
本
気
吹
颫
』
の
弁

─
平
田
篤
胤
の
講
談
と
『
講
本
』
を
め
ぐ

る
一
考
察
」、
藤
田
覚
編
『
幕
藩
制
国
家
の
政
治
構
造
』（
吉
川
弘
文

館
、
二
〇
一
六
年
）。

（
15
）�

中
川
和
明
『
平
田
国
学
の
史
的
研
究
』（
名
著
刊
行
会
、
二

〇
一
二
年
）
三
六
─
三
七
頁
。

（
1（
）�

三
ツ
松
誠
「『
講
本
気
吹
颫
』
の
弁
」（
藤
田
覚
編
『
幕
藩
制
国

家
の
政
治
構
造
』）
二
四
八
頁
。

（
17
）�

本
稿
で
は
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を

用
い
た
（
マ
イ
ク
ロ
請
求
記
号
：4（-14（-1

）。

（
1（
）�

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
、
平
田
篤
胤
関
係
資
料
所
蔵
（
資
料
番

号
：H

-1（15-1-214

）。

（
1（
）�

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
、
平
田
篤
胤
関
係
資
料
所
蔵
（
資
料
番

号
：H

-1（15-（-1-22（

）。

（
20
）�

前
田
勉
「
平
田
篤
胤
の
講
説

─
『
伊
吹
於
呂
志
』
を
中
心

に
」（『
日
本
文
化
論
叢
』
二
二
号
、
二
〇
一
四
年
）
五
二
頁
。

（
21
）�

銕
胤
が
著
し
た
『
大
壑
君
御
一
代
略
記
』
に
、
文
化
六
年
か
ら

篤
胤
が
古
道
の
講
説
を
始
め
た
と
の
記
述
（『
大
壑
君
御
一
代
略
記
』

平
田
全
集
六
、
六
〇
三
頁
）
が
あ
る
。
銕
胤
に
よ
る
伝
記
の
た
め
信

憑
性
に
は
問
題
が
あ
る
が
、
こ
の
頃
か
ら
篤
胤
が
講
釈
を
始
め
た
と

考
え
る
こ
と
は
問
題
な
い
だ
ろ
う
。

（
22
）�

み
つ
ま
つ
ま
こ
と
「
学
者
と
講
釈
師
の
あ
い
だ

─
平
田
篤
胤

『
霊
能
真
柱
』
に
お
け
る
安
心
論
の
射
程
」（『
死
生
学
研
究
』
一
八

号
、
二
〇
一
〇
年
）
九
三
─
九
四
頁
。
篤
胤
は
講
釈
の
受
け
手
で
あ

る
民
衆
に
と
っ
て
『
霊
能
真
柱
』
に
お
け
る
宇
宙
生
成
論
や
安
心
論

は
面
白
く
な
い
こ
と
を
自
覚
し
て
お
り
、『
霊
能
真
柱
』
は
学
者
と

し
て
の
篤
胤
の
力
量
を
示
す
目
的
が
大
き
か
っ
た
と
、
み
つ
ま
つ
は

指
摘
す
る
。
注（
12
）で
指
摘
し
た
本
稿
の
目
的
と
重
な
る
が
、
篤
胤

が
江
戸
の
人
々
に
講
釈
す
る
際
、
何
を
主
張
し
、
人
々
が
篤
胤
に
何

を
期
待
し
て
い
た
の
か
と
い
う
点
は
慎
重
に
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
2（
）�

渡
辺
浩
『
明
治
革
命
・
性
・
文
明
』
二
六
八
頁
。

（
24
）�

同
前
、
二
七
五
頁
。

（
25
）�

伊
藤
聡
『
日
本
像
の
起
源
』
四
一
〇
頁
。

（
2（
）�

和
泉
真
国
『
明
道
書
』（
芳
賀
登
・
松
本
三
之
介
校
注
『
日
本

思
想
大
系
五
一�

国
学
運
動
の
思
想
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
年
）。

こ
の
論
争
は
真
国
が
『
明
道
書
』
と
し
て
ま
と
め
、
文
化
元
年
（
一

八
〇
四
年
）
と
の
真
国
に
よ
る
記
述
が
本
文
末
尾
に
あ
る
。

（
27
）�

同
前
、
一
三
三
頁
。

（
2（
）�

同
前
、
二
一
〇
頁
。

（
2（
）�
前
田
勉
「
江
戸
派
国
学
と
平
田
篤
胤

─
村
田
春
海
・
和
泉
真

国
論
争
を
め
ぐ
っ
て
」（『
愛
知
教
育
大
学
研
究
報
告�

人
文
・
社
会

科
学
編
』
六
四
号
、
二
〇
一
五
年
）
四
二
頁
。
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（
（0
）�

鈴
木
淳
『
江
戸
の
み
や
び

─
当
世
謳
歌
と
古
代
憧
憬
』（
岩

波
書
店
、
二
〇
一
〇
年
）
三
二
二
頁
。
そ
も
そ
も
、
宣
長
の
よ
う
な

温
雅
な
雅
を
重
要
視
す
る
歌
人
が
少
数
派
で
あ
る
と
の
鈴
木
の
以

下
の
よ
う
な
指
摘
が
あ
る
。「
江
戸
時
代
、
宣
長
と
千
蔭
を
除
く
と
、

や
や
意
外
な
こ
と
に
、
歌
論
を
は
じ
め
と
す
る
文
芸
論
の
中
で
、
表

立
っ
て
「
み
や
び
」
の
重
要
性
を
主
張
し
た
も
の
は
あ
ま
り
見
当
た

ら
な
い
。
そ
れ
ほ
ど
に
、
武
家
を
上
位
と
す
る
身
分
社
会
に
お
い
て

は
、
手
放
し
で
は
「
み
や
び
」
を
賞
賛
し
に
く
い
雰
囲
気
が
支
配
的

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
」。

（
（1
）�

吉
田
真
樹
『
平
田
篤
胤
』
一
六
─
四
二
頁
。
篤
胤
の
苦
難
に
満

ち
た
郷
里
で
の
青
年
期
ま
で
の
姿
が
詳
細
に
分
析
さ
れ
て
い
る
。

（
（2
）�

拙
稿
「
本
居
宣
長
の
人
間
理
解
と
武
威
批
判
の
構
造

─
賀
茂

真
淵
と
の
比
較
を
通
し
て
」（『
自
然
と
実
学
』
六
号
、
二
〇
二
一

年
）。
宣
長
が
武
家
政
権
に
よ
る
当
代
社
会
の
支
配
に
対
し
て
あ
る

種
の
違
和
感
を
抱
い
て
お
り
、
朝
廷
や
公
家
の
風
儀
を
典
範
と
す
る

雅
に
古
道
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
た
こ
と
を
論
じ
た
。

（
（（
）�

大
島
明
秀
『「
鎖
国
」
と
い
う
言
説

─
ケ
ン
ペ
ル
著
・
志
筑

忠
雄
訳
『
鎖
国
論
』
の
受
容
史
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
九

年
）
一
一
二
頁
。
大
島
は
篤
胤
の
『
鎖
国
論
』
受
容
を
明
ら
か
に

し
、「
志
筑
忠
雄
訳
『
鎖
国
論
』
は
、
平
田
篤
胤
の
著
述
に
お
い
て

は
、
西
洋
人
ケ
ン
ペ
ル
に
よ
る
日
本
讃
美
論
と
し
て
読
み
解
か
れ
、

万
国
に
お
け
る
日
本
の
優
位
性
を
説
く
文
脈
で
利
用
さ
れ
た
」
と
指

摘
し
て
い
る
。

（
（4
）�

『
い
ふ
き
お
ろ
し
』
で
も
篤
胤
は
こ
の
逸
話
を
取
り
上
げ
、「
大

和
魂
の
あ
る
人
々
、
ま
ゝ
中
に
も
江
戸
ッ
子
気
性
の
人
々
ハ
小
お

ど
り
し
て
よ
ろ
こ
び
、
愉
快
々
々
と
い
ふ
に
や
あ
ら
ん
こ
と
で
厶
」

（『
い
ふ
き
お
ろ
し
』
三
丁
ウ
）
と
講
釈
し
て
い
る
。

（
（5
）�

本
居
宣
長
記
念
館
蔵
「
本
居
宣
長
六
十
一
歳
自
画
自
賛
像
」。

（
（（
）�

本
居
大
平
「
藤
垣
内
答
問
録
」
一
（
本
居
清
造
編
『
本
居
全

集
』
十
一
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
二
七
年
）
四
九
三
頁
。

（
（7
）�

朴
鍾
祐
「
篤
胤
の
歌
論
と
そ
の
周
辺
」（『
国
文
論
叢
』
二
三

号
、
一
九
九
五
年
）
二
六
頁
。

（
（（
）�

田
中
康
二
『
本
居
宣
長
の
大
東
亜
戦
争
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
二

〇
〇
九
年
）。
田
中
は
第
四
章
「
近
代
宣
長
像
の
形
成
と
変
容
（
下
）

─
敷
島
歌
の
解
釈
の
変
容
」
に
お
い
て
、
宣
長
の
敷
島
歌
の
大
和

心
が
幕
末
に
は
、
勇
ま
し
さ
や
潔
さ
と
し
て
受
容
さ
れ
始
め
て
い
る

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
一
三
三
頁
）。
一
方
で
、「
篤
胤
は
敷
島
歌

に
つ
い
て
は
解
釈
を
逸
脱
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
」（
一
三
一
頁
）

と
し
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
篤
胤
に
お
い
て
も
敷
島
の
歌
に
関
す
る

解
釈
の
変
容
は
存
在
し
た
と
考
え
る
。

（
（（
）�

伊
藤
聡
『
日
本
像
の
起
源
』
四
〇
七
頁
。
伊
藤
も
敷
島
歌
に
つ

い
て
「
篤
胤
の
論
は
宣
長
を
継
承
し
て
い
る
か
に
見
せ
て
、
勇
武
の

強
調
と
い
っ
た
宣
長
に
は
な
か
っ
た
要
素
が
加
わ
っ
て
い
る
」
と
指

摘
し
て
い
る
。

（
40
）�
安
丸
良
夫
『
日
本
の
近
代
化
と
民
衆
思
想
』（
平
凡
社
、
一
九

九
九
年
、
初
版
一
九
七
四
年
）
九
七
頁
。
安
丸
が
以
下
の
様
に
説
く
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99　平田篤胤の語る大和魂

通
俗
道
徳
、「
近
世
中
後
期
か
ら
明
治
に
か
け
て
広
範
な
民
衆
の
あ

い
だ
に
首
尾
一
貫
し
た
自
己
規
律
を
樹
立
し
よ
う
と
し
た
動
向
が
う

ま
れ
、
具
体
的
に
は
勤
勉
、
倹
約
、
正
直
、
孝
行
等
の
実
践
を
め
ざ

す
運
動
と
し
て
展
開
し
た
」
面
は
、
篤
胤
の
国
学
が
果
た
し
た
役
割

か
ら
も
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

付
記　

本
研
究
は
、
Ｊ
Ｓ
Ｔ
次
世
代
研
究
者
挑
戦
的
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム�

JPM
JSP2114�

の
支
援
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

�

（
東
北
大
学
大
学
院
）
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