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反

省
・
献

身

の

世

界

―
―
中
国
の
皇
帝
と
日
本
の
天
皇
の
場
合
―
―

は
じ

め

に

そ

れ
ぞ
れ
の
文
化

に
は
固

有
の
道
徳
的
態
度

が
存
在
す

る
。
道

徳
的
態
度

は
、
反
省

、
献
身

を
伴
う
行
為

と
し
て
示

さ
れ
る
が
、
極
限

的
に
は
自
己

の

身
命

を
捨
て

る
と
い
う
形

を
と
っ
て
表
現

さ
れ
る
。

本

稿
は
、
主
と
し
て
自
然
的
災
異
の
生

じ
た
際

に
示

さ
れ
る
犠
牲
的
行
為

や
反

省
的
心
事
に
関

し
て

、
中
国
の
皇
帝
に
お
け
る
場

合
と
日
本
の
天

皇
に

お
け
る
場

合
と
を
比
較
し
て
、
そ
の
異
同

の
一
端

を
明

ら
か
に
し
、
そ
の
異

同

の
由
っ
て
来
た
る
原
因

に
関
し
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
。

災

異

に
対

す

る

中

国

皇

帝

の
対

応

古
来
、
中
国
で
は
、
人
間
存
在
は
天
に
よ

っ
て
基
礎

づ
け
ら
れ
て

お
り
、

従

っ
て
天

命
を
自
覚
す

る
こ

と
に
よ

っ
て
全
き
生
き
方

が
可

能
と

な
る
と
さ

欠
　
端
　
　
　

實

れ
て
い
た
。
と
り

わ
け
祭
天

の
儀
式
を
独
占
し
て
い
た
皇
帝
は
、
一
人

、
天

に
対

峙
す
る
も
の
と
し
て
の
強
烈
な
自
覚

を
有
し
、
常
に
天

意
を
意
識

し
、

天

意
に
適
う
生
き
方
を
求
め
よ
う
と
し
た
。

同
時
に
、
社
会
現
象
と
自
然
現
象
と
の
間
に
相
関
関
係

が
あ
る
と
い
う
天

人
相
関

の
思
想
も
早
く

か
ら
芽

ぱ
え
て
い

る
。
す

な
わ
ち
「
尚
書
」

に
は
、

「

志
を
き
よ
く
し
て
も

っ
て
上
帝
に
昭
受
せ

な
ば
、
天
す
な
わ
ち
命
を

か

さ
ぬ
る
に
休
（
善
美
）

を
も
っ
て

せ
ん
。」
（
皋
陶
謨
）

「
な

ん
じ
の
罪
多
く
か

さ
な
り
て
上

に
在
り
。
す

な
わ
ち
よ
く
命
を
天

に
も
と

め
ん
や

。」（
西
伯
戡
黎
）

と
あ
る
よ
う
に
、
天
は
徳
（
つ

ま
り
有
徳
者
の
徳
行
）

に
感
応

し
て
祥
福
を

降
し
、
不

徳

に
不
祥

を
降
す

と
い
う
思
想
が
既

に
窺
え

る
の
で
あ
る
。

以
上

の
点
よ
り
、
最
大
の
有
徳
者
た
る
中
国

の
皇
帝

は
、
自
然
現
象
、
社

会
現
象
の
責

を
一
人
負

う
べ
き
も
の
と
観

念
さ
れ
た
。
裏
返
し
て
言
え

ば
、
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皇
帝

の
徳
性
の
発
揮
に
よ
っ
て
、
自

然
現
象

、
社
会

現
象
を
左
右
し
得

る
も

の
と
考
え

ら
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
「
尚
書
」

に
は
、

「
邦
も
し
よ
か
ら
ざ
れ
ば
す

な
わ
ち
わ
れ
一
人

佚
罰
あ

ら

ん
。」
（
盤
庚

上
）

「
（

殷
の
中

宗
、
高

宗
、
祖
甲

、
周
の
文
王

は
）
も
し
あ
や
ま
た
ば
『
わ

れ
の
あ
や
ま
ち
』

と
い

わ
ん
。」
（
無
逸
）

と
見
え

て
お
り

、
更

に
「
尚
書
」
中

の
後
代

の
思
想

が
反
映
し
て
い

る
と
さ

れ

る
部
分

に
は
、

「

そ
れ
な
ん
じ
万
方
罪
あ

る
は

、
予
一
人

に
在
り

。」
（
偽
古
湯
誥
）

「
百
姓
過

あ
ら

ば
、
予
一
人
に
在
り
。
」
（
偽
古
泰
誓
中
）

と
も
見
え
て
お
り
、
最
上
の
徳
性
を
有
す
る
皇
帝
の
責
任

が
明
確
に
示

さ
れ

て
い
る
。

漢
代
以
降
、
天
人
相
関
の
思
想
は
大
い
に
発
達
し

た
。
そ

の
た

め
に
、
災

異
現

象
を
前
に
し
て
、
皇
帝

は
常

に
自
己
の
行

為
を
反
省
し
積
徳
に
努
め
よ

う
と
す

る
決

意
を
示

す
詔
勅
を
発
表

し
た
。
た
と
え

ば
、

「
（

紀
元

前
一
七
八

年
）
十

一
月

癸
卯

晦
、
日
蝕

が
あ

っ
た
。
詔
し
て
言

っ
た
。
『
朕
は
こ
う
聞

い
て
い
る
。
天

は
民
を
生
し
、
そ
の
た
め

に

君

を
置
い

て
こ
れ
を
養
い
治

め
さ
せ

、
人

主

が
不

徳
で
布
政

が
公
平

で
あ

れ

ば
、
天

は
こ

れ
に
災
異

を
示
し
て

そ
の
不
治

を
戒
め
る
、
と
。

し
か

る
に
十
一
月
晦
に
日
蝕

が
あ
り
、
責

が
天

に
あ

ら
わ
れ
た
。
災
異

と
し

て
何

が
こ

れ
よ
り
も
大
き
い
で
あ
ろ
う

か
。
朕
は
宗
廟

を
保
つ
こ

と
を

得
、
微
小

の
身
を
士
民
・
君

主
の
上
に
託
し
、
天
下

治
乱
の
責
は
予
一

人
に

か
か

っ
て
お
り

、
た
だ
二

、
三

の
執
政
者

が
な
お
わ

が
股
肱
と
し

て
頼
む
と
こ
ろ
で
あ
る
。

朕
は
下

、
群
生

を
治
育
す
る
こ
と

が
で
き

ず
、

上
は
三
光
の

明

を
わ
ず
ら
わ
し
、
そ
の
不
徳
は
大
で
あ
る
。
こ

の
詔

書

が
と
ど
い
た
な
ら
、
そ
れ
、
朕
の
過
失

を
こ
と

ご
と
く
思
い

、
ま
た

朕
の
知
見
の
及
ば
な
い
と
こ

ろ
は
、
こ

れ
を
朕
に
啓
え
告
げ
る
よ
う
乞

う
。
ま
た
賢
良
方
正

で
、
直
言
極
諌

で
き

る
者
を
推
挙
し
て
、
朕
の
意

の
及

ば
ぬ
と
こ
ろ
を
匡
せ

。』
（
下
略
）」
（
漢
書
巻
四
、
文
帝
紀
）

と
あ
る
よ
う
に
、
災
異
が
生
じ
た
時
に
は

、
皇
帝
は
ま
ず
そ
れ
は
自
己
の
不

徳
の
た
め
で
あ
る
と
反
省
し
た
。
そ
し
て
一
方
で
は
直
言
極

諌
で
き

る
臣
下

を
求

め
、
自

ら
の
及

ば
ぬ
と
こ
ろ
を
補
お
う
と
し
、
他
方
で
は
賑
性
、
大

赦
、

賜

爵
を
実
施
す

る
こ

と
に
よ

っ
て
積
徳
に
努
め
よ
う
と
し
た
こ
と
、
歴
代

の

皇
帝

と
同
様
で
あ

る
。

そ
の
際

に
注
目
す

べ
き
こ
と
は
、
災
異

の
解
除

を
念
じ
て
、
自
己

の
身
命

を
犠
牲

に
捧
げ

る
行
為
に
出
る
こ
と
が
あ
る
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う

し
た
例
と
し
て
つ
と
に
有
名

な
の
は
殷
の
湯
王

の
例
で
あ
ろ
う
。
す

な
わ
ち

「
呂
氏
春
秋
」
に
、

「
湯
、
夏
に
剋
つ
。
大

い
に
旱
す

る
こ

と
七
年
。
す
な
わ
ち
身

を
も

っ

て
桑
林
に
祷
り

、
自

ら
も
っ
て
犠
牲

と
な
り
て
、
も
っ
て
上
帝
に
祈
る
。

民
す
な
わ
ち
甚
だ
悦

ぶ
。
雨
す

な
わ
ち
大
い
に
至

る
。」
（
季
秋
紀
順
民
）

と
見
え

て
お
り

、
同

じ
こ
と

が
「
後
漢
書
」

所
引

の
「
帝
王
紀
」
に
は
、

「
湯

の
時
大

旱
七
年
。
殷
の
史
、
卜
し
て
い

わ

く

、『
ま
さ
に
人
を
も

っ
て
■
る
べ
し
』
と
。
湯
い
わ
く
、
『
必
ら
ず
人
を
も
っ
て
■
ら
ん
。
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吾
、
自
ら
当
ら
ん
こ
と
を
請
う
』
と
。
遂
に
斎
戒
し
て
、
髪
を
剪
り
瓜

を
断
ち
、
己
を
も
っ
て
牲
と
な
し
、
桑
林
の
社
に
■
る
。
果
し
て
大
い

に
雨

ふ
る
。
」
（
後
漢
書
巻
五
九
）

と
記
さ
れ
て
い

る
。
こ

れ
に

よ
れ
ば
、
犠
牲

と
は
ま

さ
に
己

を
も
っ
て
牲
と

な
す
人
祷
で
あ

っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
湯
王

の
例

は
、
「
お
そ
ら

く

焚

巫

の
俗

が
、
こ

の
古
代

聖
王

の
説
話

に
反
映

し
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
」

と
も

言

わ
れ
て
い

る
。

殷
の
湯
王

の
例
を
あ
げ
る
ま
で
も
な
く
、
皇
帝
自
ら
我
身
を
犠
牲
に
し
て
、

至
誠
を
も
っ
て
天
の
祥
い
を
求
め
よ
う
と
し
た
例
は
多
い
。
以
下
に
幾
つ
か

例
を
あ

げ
て
み

よ
う
。

「
（
北

魏
の
孝
文
帝
）
（
太
和
）
二
十

（
四

九
六
）

年
七
月
、
戊
寅
、
帝
、

久
し
く
旱
す
る
を
も

っ
て
こ
と
ご
と
く
群
神
を
秩
ず
。
癸
未
よ
り
食
せ

ず
乙
酉
に
至
る
。
こ
の
夜
、
雨

そ
そ
ぐ
こ

と
大
い

に
洽

ね

し

。」（
冊
府

元
亀
巻
二
六
）

「
（
唐

の
高
祖
）
武
徳
三
（
六
二
〇
）
年
、
夏

よ
り
雨

ふ
ら
ず
。
八
月
に

至
り
で
、
帝
、
斎
居
し
て
四
向
に
稽
■
す
。
（
中
略
）
『
某
、
聖
明
の
祐

助

を
蒙
り

て
人

主
と
な
る
を
得
た
り

。
何

の
殃
咎

あ
り

て
坑
旱
せ
し
め

ら

る
る
に
致

る
や
。
某

、も
し
罪

な
く

ぱ
三
日
内

に
雨

ふ
ら
し
め
よ
。某

、

も
し
罪
あ
ら
ば
、
請
う
、
某
身
を
殃
せ
ん
。
兆
民
を
し
て
こ
の
饑
饉
を

受

け
し
む
る
な
か
れ
』

と
。
ま
さ
に
時
に
大
い
に
雨
ふ
れ
り
。
」
（
同
右
）

「
（

唐
の
太
宗
）
貞
観
二
（
六
二
八
）
年
、
京
師
大
旱
し
、
蝗
虫
大
い
に

起
る
。
太
宗
、
苑
に
入
り
て
禾
を
視
、
■
を
見
、
数
枚
を
擾
い
て
咒
し

て
い
わ
く
、
『
人
は
穀
を
も

っ
て
命

と
な
す
。
し

か
る
に
汝
、
こ

れ

を

食
ら
う
。
こ
れ
百
姓
に
害
あ
り

。
百
姓

、
過

ち
あ
る
は
余
一
人
に
あ
り
。

爾
そ

れ
霊

あ
ら
ば
、
た

だ
ま
さ
に
我

を
食
す

べ
し
。
百
姓
を
害
う
な
か

れ
』

と
。
ま
さ
に
こ

れ
を
呑
ま
ん
と
す
。
左
右
に
わ
か
に
諌

め
て
い
わ

く

、
『
恐

ら
く
は
疾

を
成

さ
ん
。
不
可
な
り
』

と
。
太
宗
い

わ
く
、
『
冀

う
所

は
災
を
朕
が
躬
に
移

さ
ん
。
何
ぞ
疾
を
こ
れ
避

け
ん
』

と
。
遂
に

こ

れ
を
呑
む
。
こ

れ
に
因
り
て
、
蝗
、
ま
た
災
を
な
さ
ず
。」
（
貞
観
政

要
巻
三
〇
）

「
（

唐
の
文

宗
）
開
成
四
（
八
三
九
）
年
六
月

戊
辰
、
久
し
く
旱

な
る
を

も
っ
て
群
官
に
分
命
し
て
■
を
綴
り
祈
祷
せ
し
む
。
（
中
略
）
『
も
し
三
日

に
し
て
雨

ふ
ら
ず
ば
、
ま
さ
に
退
き
て
南
内

に
帰
り

、
更

め
て
賢
明
な

る
を
選
び
、
も
っ
て
天
下

の
主

と
な
す

べ
し
』
と
、
宰
臣

、
鳴
咽
流
涕

し
て
各
々
罪
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
請
い
、
相
の
位

を
免
ぜ
ら
れ
ん
こ
と
を

乞
う
。
こ
の
夜
、
雨

そ
そ
ぐ
こ

と
大
い

に
洽
ね
し
。
」（
旧
唐
書
巻
一
七
下
）

以
上
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
中
国
の
皇
帝
は
、
自
然
災
害
の
発
生
に
際

し
て
、
そ
の
解
消

を
願

っ
て
、
文
字
通
り
我

が
身

命
を
賭

し
て
祈
る
こ
と
が

あ

っ
た
。
殷
の
湯
王
の
例
は
、
柴
上
に
自
ら
を
焚
く
、
古
代

の
焚
巫
の
系
譜

を
引
く
も

の
と
考
え
ら
れ

る
も
の
で
あ

っ
た
。
北

魏
の
孝
文
帝
は
、
減
膳
で

は

な
く
全
く
食
膳

を
廃
し
て
祈

っ
た
例
で
あ
る
。
唐
の
太
宗

の
例
は
、
我

が

身

に
災

を
引
き
受

け
て
蝗
害

を
消
滅
し
よ
う
と
し
た
行
為

で
あ
る
。
唐
の
高

祖

も
わ
が
身

に
殃

を
受

け
ん
こ

と
を
祈
願
し
て
い
る
。
文
宗
の
例

は
、
皇
帝

の
位

を
返
上
し

よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。



こ

れ
ら
の
行
為
は
い

わ
ゆ

る
「
代
贖
」

と
呼

ぶ
に

ふ
さ
わ
し
い
行
為
で
あ

っ
て

、
人
間

の
道
徳
的
行
為

と
し
て
至
高
至
善

の
位
置

を
占

め
る
。

で

は
こ
う
し
た
行
為
の
背
景
に
あ

る
思
想

は
何

か
。
次
に
こ
の
こ
と
を
考

察
し
た
い
。

先
述

の
通
り
、
中
国
は
徳
を
尚
ぶ
文
化

を
有
し
、
政
治
思
想
の
上
で
も
、

専
制
主
義
、
文
化
主
義
と
並

ん
で
徳
治
主
義

が
そ
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ

て
い
る
。
徳
を
尚
ぶ
こ
と
の
象
徴
的
な
例
を
「
左
伝
」
宣
一
公
三
年
の
記
事
に

見
る
こ
と

が
で
き
る
。

「

楚
子
、
鼎
の
軽

重
を
問
う
。
対

え
て
い
わ
く
、
『
徳
に
あ
り

て

鼎

に

あ
ら
ず
』

と
。」

鼎
と
は
中

国
の
皇
帝
の
位

を
象

徴
す

る
宝
器
で
あ
り

、
日

本
の
天

皇
に
お
け

る
三

種
の
神
器
に
も
相
当
す

る
。
こ

の
宝
鼎
と
王

の
徳

と
の
二
者
択
一

を
迫

ら
れ
た
時

に
は
、
皇
帝
（
王
）

の
徳
性

を
こ
そ
最
後

の
依
り
所

と
す

る
、
と

い

う
こ

と
を
物
語

っ
て
い

る
。
も

っ
て
中
国

に
お
け
る
徳

を
尚

ぶ
こ

と
の
甚

深

な
る
も

の
の
あ

る
こ
と

が
判
明
す

る
の
で
あ

る
。

中
国

の
皇
帝

は
そ
れ
自
体

と
し
て

は
神

性
を
保
有
す

る
も
の

と
は
考
え

ら

れ
て
い

な
か
っ
た
。
皇
帝

の
保
有
す

る
徳
が
皇
帝
を
皇
帝

た
ら
し

め
て
い

る

と
観
念

さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
皇
帝

は
自

己
の
有

徳
な
る
こ
と
を
常
に
内
外

に
示

し
、
己

が
地
位
の
正
当
性

を
主
張

し
よ
う
と
し
た
。
左
に
示
す
例

は
、

一
人

の
皇
帝

が
在
位
の
年
数

を
経
て
行

く
に
従

っ
て
、
徳
性

が
高
く

な
っ
て

い

る
こ

と
を
顕
示
す
る
た

め
に
、
皇
帝

の
尊
号

を
幾
度

と
な
く
変
更
し
た
例

で

あ
る
。
す
な
わ
ち
唐
の
玄
宗
皇
帝
は

、
徳
に
応
じ
て
自
己
の
尊
号
を
何
度

も
変
化
さ
せ
て
い

っ
た
の
で

あ
る
。

開
元
神

武
皇
帝

開
元
聖
文
神
武

皇
帝

開
元
天
宝
聖
文
神
武
皇
帝

開
元
天
宝
聖
文
神
武
応
道
皇
帝

開
元
天
地
大
宝
聖
文
神
武
応
道
皇
帝

開
元
天

地
大
宝
聖
文
神
武
孝
徳
証
道
皇
帝

（
冊
府
元
亀
巻
一
六
）

一
人

の
皇
帝

が
そ
の
在
位
中
に
、
こ
の
よ
う
に
そ
の
尊
号
を
変
改
し
て
い
く

な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
本
来

徳
治
意
識
の
希

薄
な
日
本
の
場

合
に
は
、
全
く

な
い
こ
と
で
あ
っ
て
、
中
国
皇
帝
の
著
し
い
特
徴
で
あ
る
。
こ
れ
も
又
中
国

に
お
い
て

、
い
か
に
徳

が
重
視
さ
れ
て
い
た

か
の
一
つ
の
証
左
と
な
ろ
う
。

以

上
を
ま
と
め
て

み
る
と
、
災
異
現
象

の
際
に
お
け
る
中
国

皇
帝

の
犠
牲

的
な
行
為

は
、
有

徳
者
と
し
て
の
責
任
を
果

そ
う
と
す
る
意
志
か
ら
出

た
も

の
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
れ
は
裏
面

か
ら
み

れ
ば
、
己
自
身
の
皇
帝
と
し
て

の

徳
性
の
検
証
を
迫
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
徳
治
主
義
は
、
有

徳
者

が
天

命
を
受
け
て
帝
位
に
つ
く
こ

と
を
肯
定
す
る
思
想
を
導
い
た
が
、
同
時

に
、
徳
望
に
欠
け
る
と
判
断

さ
れ
た
皇
帝

は
、
そ
の
位
を
奪
わ
れ
る
こ

と
の

必
然
性
を
も
認
め
る
も
の
で

あ
っ
た
。
い
き
お
い
皇
帝
は
常

に
自
ら

の
徳
性

を
示

す
必
要

が
あ

っ
た
。

中

国
に
お
け
る
災
異

に
処

し
て

の
皇
帝
の
犠
牲
的
行
為

の
背
景
に
は
、
こ

う
し
た
徳

を
重
視
す

る
伝
統
的
な
思
想

が
横
た
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

皿の匹皿6
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災

異

に
対

す

る
日

本

の

天

皇

の
対

応

次
に
日

本
の
天

皇
の
場
合

を
と
り
あ

げ
、
同
様

に
災
異

に
対

し
て
ど
の
よ

う
な
態

度
を
と
っ
た
か
、
中
国

の
皇
帝

と
の
比
較

に
お
い

て
見

て
い
き
た
い
。

災
異
現

象
が
生

じ
た
場
合
、
天

皇
の
場

合
に
お
い
て
も
、
そ
れ
を
自
己

の

不

徳
で
あ

る
と
受

け
と
め
た
こ
と

が
史
書
に
多
く
見
え

て
い

る
。

「
（
聖
武
天
皇
）
天
平
四
（
七
三
二
）
年
秋
七
月
丙
午
、
両
京
四

畿
内
及

び
二

監
を
し
て
、
内
典
の
法
に
依
り
も

っ
て
雨

を
請

わ
し
む
。
詔
し
て

い
わ
く
、
『
春
よ
り
亢
旱
、
夏

に
至
り

て
雨
ふ
ら
ず
。
百

川
減
水
し
て
、

五

穀
稍
凋
せ
り
。
実
に
も
っ
て
朕
の
不

徳
の
致
す
所

な
り

、
百
姓

、
何

の
罪
あ
り
て
、
煤
萎
の
甚
し
き
や
。
よ
ろ
し
く
京
及

び
諸
国
を
し
て
、

天

神
地
祇
名
山
大
川
に
自

ら
幣
帛
を
致
さ
し

め

よ
。
』
」（
続
日
本
紀
巻
一

一
）

「
（
桓
武
天
皇
）
延
暦
元
（
七
八
二
）
年
秋
七
月
丙
午
、
詔
し
て
い
わ
く
、

『
朕
不
徳

な
る
を
も

っ
て
、
寰
区
に
臨
馭
す
。
万
姓

の
い
ま
だ
康
か
ら

ざ

る
を
憂
い
、
一
物
の
失

う
所
を
憫
む
。
い

わ
ん
や
復
去
才
、
懸
磬
の

室
稍
多
き

を
や
。
今

年
疾
あ
り
。
夭
殍
の
徒
少

な
か
ら
ず
。（
中
略
）
又

彼

の
罪
あ

る
を
顧
み
て
、
責

め
は
深
く
予
に

在

り
。
』
」（
続
日
本
紀
巻
三

七
）

右
の
二
例

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
天

皇
の
場
合
に
も
、
自
然
的
災
異
を
自

身

の
不

徳
の
致
す
所

と
考
え
て
い
た
場
合

が
あ
る
。
た
だ
し
こ
う
し
た
例
を
も

っ
て
直
ち

に
、
天

皇
、
皇
帝

が
全
く
同

一
の
思
想
を
も

っ
て
か
か
る
態
度

に

出
た

と
考
え

る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
災
異
を
自
ら
の
不

徳
の

結
果

と
み
な
す
の
は
、
中

国
固
有
の
思
想
で
あ
っ
て

、
果
し
て
日
本

に
本
来

そ
の
よ
う
な
思
想

が
存
在
し
た
か
ど
う
か
不
明

だ
か
ら
で
あ
る
。

中
国
思
想
を
継
受
し
て
、
日
本
の
天

皇
も
又

、
災
異
を
自
己
の
不

徳
の
結

果
で
あ

る
と
し
た
事
例
が
存
在
し
た
に
し
て
も
、
以
下

に
述

べ
る
よ

う
に
、

日
本
の
天

皇
の
場

合
に
は
そ
こ
に
重
点
が
置

か
れ
て
は
い
な
か
っ
た
、
と
言

え

そ
う
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
、
日

本
独
自

の
文
化
的
背
景

が
あ
っ
た
の
で
あ

る
。自

然
的
災
異
現
象

の
発
生

の
際
、
天
皇

が
大
赦
、
賑
恤
を
も
っ
て
臨

ん
だ

こ

と
は
、
中
国

の
皇
帝
と
同
様
で
あ

る
。
し

か
し
占
卜
、
祈

祷
、
読
経
、
写

経
等

は
中
国

の
皇

帝
の
場
合

に
は
見

ら
れ

ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、

「（

崇
神
天

皇
）
意
わ
ざ
り
き
。
今
、
朕

が
世
に
あ
た
り

て
数
災
あ

ら
ん

と
は
。
恐

ら
く
は
朝

に
善
政

な
く
し
て

、
咎
を
神
祇
に
取

る
か
。

な
ん

ぞ
命
神
亀
て
も
っ
て
災
を
致
せ
る
こ
と
の
よ
し
を
極
め
ざ
ら
ん
。
」
（
日

本
書
紀
巻
五
）

「
（
皇
極
天

皇
）
（
六
四
二

年
六
月
）
こ

の
月
に
大
に
旱
す
。
戊
寅

、
群

臣
相
か
た
り

て
い

わ

く

、『

村
々
の
祝
部

の
お
し
え
の
ま
ゝ
に
、
或
は

牛
馬
を
殺
し
て
も
ろ
も
ろ
の
社
の
神
を
祭
う
。
或
は
頻
り
に
市
を
移
し
、

或
は
河

伯
に
祈

る
。
既

に
し
る
し

無
し

。』
蘇
我
大
臣
こ
た
え
て
い

わ
く

、

『
寺

々
に
お
き

て
、
大
乗
経

典
を
よ
み

ま
つ
る
べ
し
。
過
ち
を
悔

ゆ
る

こ
と
、
仏
の
と
き
た
ま
え

る
が
如
く
し
て
、
敬
い
て
雨

を
祈

わ

ん
。』

八
月
甲
申
朔
、
天
皇
、
南
淵
の
河
上
に
幸
し
て
、
跪
き
て
四
方
を
拝
み
、



天

に
仰
ぎ
て
祈
り
た
も
う
。
即
ち
雷
鳴
り

、
大
雨

ふ
る
。
遂

に
雨

ふ
る

こ
と
五
日
、
天
下

を
あ
ま
ね
く
潤
し
つ
。
こ
こ

に
お
い

て
天
下

の
百
姓
、

と
も
に
よ
ろ
こ
び
て
、
至
徳
天

皇
と
ま
お
す
。」
（
日
本
書
紀
巻
二
四
）

「
（
持
統
天

皇
）
此
の
夏

、
陰
雨
、
節
に
過
え
り
。

お
そ
ら
く
は
必

ず
稼

を
傷
ら
ん
。
夕

べ
に
お
そ
れ
朝
に
い
た
る
ま
で
憂
え
懼

れ
て
、
そ
の
愆

を
思
い
念

う
。

そ
れ
公

卿
百

寮
人
等
を
し
て
、
酒

、
完

を
た
ち
て
、
心

を
お
さ
め
過
ち
を
悔
い
し
め
よ
。
京
及

び
畿
内

の
諸
寺

の
梵
衆

、
ま
た

ま
さ
に
五

日
経

を
誦
め
、
ね

が
わ
く
は
補
あ
ら
ん
。」
（
日
本
書
紀
巻
三
）

こ
こ
に
示

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
命
神
亀
（
う
ら
え
）
を
用

い
た
り

、「

脆
き

て
四
方

を
拝
み

、
天

に
仰
ぎ
て
祈
る
」

こ
と
こ

そ
、
災
異
に
対
す

る
日

本
固

有

の
対
処

の
方
法
で

は
な
か
っ
た
か
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
仏
教

の
伝
来
以
降

に
お
い

て
は
、
右
資
料
に
あ

る
よ
う
に
、
読
経

や
写
経

な
ど

と
い
う
仏
教
的

な
方
法

も
併
せ
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

中
国

の
皇
帝

の
場
合

、
極
限

的
な
姿
と
し
て
、

わ
が
身

を
犠
牲

に
捧

げ
よ

う
と
す

る
行
為

が
見

ら
れ
た
。
こ
れ
に
対

し
て

、
日
本

の
天
皇

の
場
合

は
そ

う
し
た
例
は

な
い
。

で
は
、
中
国

の
皇
帝

の
捨

身
、
献
身
に
対
応
す

る
行
為

を
天

皇
に
求

め
た

場
合

、
そ
れ
は
一
体
何

で
あ

ろ
う
か
。

筆
者

は
そ
れ
を
大
祓
に
求

め
た
い
。

ま
ず
例

を
あ
げ
よ
う
。

「
（
天
武
天
皇
）
（

六
七

六
年
）

こ
の
夏

、
大

に
旱
す
。
使

を
四
方

に
遣

わ
し
て
、
幣
帛

を
捧
げ
て
諸

の
神

祇
に
祈

ら
し
む
。
ま
た
諸
の
僧
尼

を

請

せ

て
三

宝

に

祈

る
。

然

れ

ど
も
雨

ふ

ら

ず
。

八

月

辛
亥

、
詔

し
て

い

わ
く

、
『
四

方

に

大
解

除

せ

ん
。

用

い

ん
者

は

、
す

な

わ

ち
国

別

に

国

造
祓

柱

を

い

た

せ

。
馬

一
匹

、
布

一

常

。
（
下

略
）
』
」
（

日
本

書
紀

巻
二

九
）

こ

れ

は

、

仏

教

的

祈
雨

が
効

を
奏

さ

ぬ
こ

と

が
判

明

し

た
後

、
い

わ

ば
最

後

の
手

段

と

し

て
用

い

ら

れ

た
方

法

が
大

解

除

、

つ

ま
り

大

祓

で
あ

っ

た
こ

と

を
示

し

て

い

る
。

最

終

的

方
法

と
し

て

こ

う

し

た
方

法

を

執

る

と
こ

ろ
に

、

日

本

本
来

の

思
想

を

み

て

と

る
こ

と

が
で

き

る

の

で

は

な

か

ろ

う

か
。

つ

ま
り

、

大
祓

と

い

う
方

法

の
採

用

は

、

自

然

的

災
異

の
原

因

は
共

同

体

の
罪

穢

に

あ
り

と
考

え

て

、
共

同

体

全

体

の

汚

れ

を
共

同

で
祓

除

し

よ
う

と

す

る

も

の
で

あ

ろ

う

。
共

同

体

の
個

々
の

成

員

の
汚

れ
、

或

は
共

同

体

全

体

の
汚

れ

が
災

気

を
呼

び

、
災

異

を
招

き

寄

せ

た

と

思
考

さ

れ

て
い

る

の
で

あ

る
。

そ

こ

で

共

同

体

あ

げ
て

こ

の

祓

除

の

た

め

の
大

祓

を
行

な

う

の
で

あ

る

。

「

六

月

の

晦

の

大

祓

」

を

見

る

と

、

「
（

前
略
）
遣

る
罪

は

あ

ら
じ

と
祓

え

た

ま
い

清

め
た

も

う

事

を
、

高

山

・
短

山

の
末

よ
り

、

さ
く

な
だ
り

に
落

ち

た

ぎ

つ
速

川

の

瀬

に
坐

す

瀬
織

つ

ひ

め

と

い

う
神

、
大

海

の

原

に

持

ち
出

で

な
む

。

か
く

持

ち

出

で
往

な

ば
、

荒

塩

の
塩

の
八
百

道

の

、
八

塩

道

の
塩

の
八

百

会

に

坐

す

速

開

つ
ひ

め

と
い

う
神

、

持

ち

か

か

呑

み
て

む

。

か
く

か
か

呑

み

て

は

、

気
吹
戸
に
坐
す
気
吹
戸
主
と
い
う
神
、
根
の
国
・
底
の
国
に
気
吹
き
放

ち

て

む

。

か
く

気

吹

き

放

ち

て

は

、
根

の
国

・
底

の

国

に

坐

す

速

さ
す

ら

い

ひ

め
と

い

う
神

、

持

ち

さ

す

ら
い

失

い

て

む

。

か

く

失

い

て

は

、

天

皇

が
朝

廷

に
仕

え

ま

つ

る

官

々

の
人

等

を

始

め
て

、
天

の
下

四

方

に

界世の身献省反
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は
、
今
日

よ
り
始

め
て
罪

と
い

う
罪

は
あ
ら

じ

と
、（
下
略
）」
（
祝
詞
。

六
月
晦
大
祓
）

と
あ

る
よ
う
に
、
祓

と
い
う
恒
例

の
儀
式

を
執
り
行

な
う
こ

と
に

よ
っ
て

、

共
同

体
全
体
の
罪
、
汚
れ

が
消
失
し

、
共
同

体
が
再

び
清
浄

さ
を
保
持
す

る

こ
と

が
で
き

る
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
祓
の
儀
式
に
お
い
て
奏
せ
ら
れ
る
祝
詞
中
、
注
目
す
べ
き
は
、
瀬
織

つ
ひ

め（
川
の
せ
せ
ら
ぎ
の
神
）
、
速
開

つ
ひ

め（
海
水

の
流
れ
こ
む
所
の
神
）
、

気
吹
戸
主
（
息
を
吹
く
神
）
、
速

さ
す

ら
い
ひ

め
（
流
浪
の
女
神
）

が
登
場
し
、

共
同

体
の
罪
、
汚
れ
を
次
々
と
遠
方
に
運

び
去
る
役
割
を
荷

っ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。

日
本
の
神
々
の
中

に
は
、
人
々
の
罪
穢
を
流
し
棄
て
た
り

、
或
は
人
々
の

罪
穢
を
己
れ
に
引
き
取
る
神

な
ど

が
あ
り
、
代
受
苦
、
代
贖
の
神
と
解
さ
れ

て
い
る
。
祓

の
儀
式
に
お
い
て
、
こ

う
し

た
神

々
に
罪
、
汚
れ
の
除
去
を
依

頼
し
、
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
罪
、
汚

れ
が
消
失
す

る
と
考
え
た
こ
と
は
、
中

国
と

の
比
較
に
お
い
て
甚
だ
注
目
す

べ
き
こ

と
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
共
同
体
の
主
宰
者
と
し
て
の
日
本
の
天

皇
は
、
神
孫
と
し
て
の

自
覚

を
有
し
て
い
た
。
そ
の
こ
と
は

主
観
的

に
意
識

さ
れ
て
い
た
と
い
う
に

と

ど
ま
ら

ず
、
客
観
的
に
も
そ
の
よ

う
に
み

な
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
次
の

資
料

が
よ
く
物
語

っ
。て
い
る
。

「
こ
こ

に
新
羅
、
任
那

の
二
国

の
王

、
使

を
遣
し
て
調
た
て
ま
つ
る
。

す

な
わ
ち
奏
た
て
ま
つ
り
て
い

わ

く
、『
天
上

に
神
有
す
。
地
に
天

皇

有
す

。
こ

の
二
神

を
お
き
て

は
、
い

か
で
亦
畏
き
こ
と
あ
ら

ん
か
。』
」

（
日
本
書
紀
巻
二
二
、
推
古
紀
）

「
四

年
春
二
月
、
天

皇
こ
れ
神
な
り

と
知
し

め
せ
ど
も
（
下
略
）」
（
日
本

書
紀
巻
一
四
、
雄
略
紀
）

「
予

め
そ
の
威
勢
に
怖
れ
て
、
心
の
う
ち
に
、
え
勝
ち
ま
つ
る
ま
じ

き

こ
と
を
知
り

て
、
悉
に
弓
矢
を
捨

て
、
望
み
拝
み
て
い
わ
く
、『
仰
ぎ
て

君
の
容
を
視
れ
ば
人

倫
に
秀
れ
た
ま
え
り
。
も
し
く
は
神
か
。
姓
名

つ

げ
た
ま
わ
ら
ん
。』
王
対

え
て
い
わ
く
、
『
吾
れ
は
こ

れ
現
人
神

の
子

な

り

。』
」
（
日
本
書
紀
巻
七
、
景
行
紀
）

と
あ
る
よ
う
に
、
天
皇

は
国
内

に
お
い
て

の
み
な
ら
ず
、
古
代
東
ア

ジ
ア
諸

国

に
お
い
て
も
神
孫

と
し
て
考
え

ら
れ
て
い
た
の
で
払
配

。
こ
の
事

に
関
連

し
て
、
崇
神
天
皇

の
時
に
至

る
ま
で
、
天
皇
は
神
と
同

床
し
て
い

た
（
崇
神
紀

六
年
）
と
い

う
記
載

も
併
せ
考

え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

神
孫
と
し
て
の
天
皇
は
、
祭
■
の
主
宰
と
そ
の
世
襲
と
い
う
所
に
、
本
来

の
役
割
を
認
め
て
い
た

の
で
あ
る
。
こ

の
点
に
つ
い
て
は
、「
日

本
書
紀
」
に
、

「
ま
ず
も

っ
て
神
祇

を
祭

鎮
め
て
、
し
か
し
て
後
に
政
事

を
は
か
る
。」

（
巻
二
五
、
孝
徳
紀
）

と
あ
る
記

載
や
、
順
徳
天

皇
の
「
禁
秘
鈔
」
中
の
、

「
凡

そ
禁
中

の
作
法

、
先

ず
神
事
、
後
に
他
事
。」

と
い
う
記

述
に
、
端
的

に
表
明

さ
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
が
で
き

よ
う
。

こ
の
神

孫
と
し

て
の
天

皇
に
も
、
時
に
罪
穢

が
付

着
す

る
と
考
え

ら
れ
た

た
め
で
あ
ろ
う

か
、
大
祓

と
は
別

に
、
宮
廷
内
に
お
い
て
御
撰
儀

な
る
儀

が

執
り

お
こ

な
わ
れ
、
天
皇

お
よ

び
中
宮
、
東
宮
に
対

し
て
罪
穢
祓
除

の
儀
式

7
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が
行
な
わ
れ
た
。

以
上

の
よ
う
な
点

か
ら
み
れ

ば
、
日
本
の
天

皇
は
神
孫

と
し
て
観
念

さ
れ
、

自
身
に
お
け
る
神
性
保
持

の
た

め
に
、
個
人
と
し
て
は
御
贖
儀

を
執
り
行

な

い
、・
か
つ
又
共
同
体
全
体

の
罪
穢
祓
除
の
た
め
に
は
、
大
祓
の
儀
式
を
執
り

行
な
っ
た
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

自
然
の
災
異
は
罪
穢

が
災
気

を
呼

び
寄
せ
る
結
果
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
た

か
ら
、
祓
の
儀
式
等
を
執
行
し

、「
代
贖
の
神

々
」

に
罪
穢

を
引
き
受

け

て

も
ら
う
こ
と
に
よ

っ
て
、

個
々
の
成
員
、
共
同

体
全
体
の
神
性

を
回
復

さ
せ
、

清
浄
さ
を
復
活
さ
せ
よ
う

と
し
た
の
で
あ

っ
た
。

尚
、
災
異
は
罪
、
汚
れ

に
よ

っ
て
も
た
ら
さ
れ
る

ば
か
り
で
は

な
い
。
日

本
に
お
い
て
は
、
祟
り
の
神
に
よ
る
怒
り
、
嫌
忌
に
も
起
因
す
る

と
考
え
ら

れ
た
場

合

が
あ
る
。
そ
う
し
た
時
に
は
鎮
魂
の
た
め
の
祭
祀

が
執
行
さ
れ
た
。

こ

う
し
た
祟
り

の
神
の
横
行
も
日
本
特
有
の
現

象
の
一

つ
で
あ
ろ
う
と
考
え

ら
れ
る
。

日
本
の
天

皇
の
災
異
に
対
す
る
態
度
を
整
理

し
て
み
る
と
、
中
国
の
皇
帝

同

様
、
自
己
の
不

徳
の
結
果
で
あ
る
と
す
る
記

述
は
多
い

が
、
元

来
、
徳
を

最
重
要

視
す
る
こ
と

が
日
本
的
特
色
で
あ

っ
た
と
は
考
え

ら
れ
な
い
の
で
、

字
句
通
り

に
自
己
の
不

徳

を
ど
れ
程
痛
感
し
た
の
か
疑
問
で
あ
る
。

天

皇
は
神
孫
と
し
て
自
己
の
神
性
を
自
覚
し
て
い
た
で
あ
ろ
う

か
ら
、
災

異
の
生
じ
た
時
に
は
、
自
己
の
神
性
、
或
は
共
同

体
全
体
の
清
浄

さ
を
回
復

す

る
こ
と

を
目
的
に
祓
等

の
行
事

を
執
行
し
た
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ

る
。

祓
い
や
禊

な
ど
に
示

さ
れ

る
よ
う

に
、
日
本
に
お
い
て
は
、
あ
く
ま
で
祭

る

者
の
側
の
心
情
に
重
心

が
か
け
ら
れ
て
い
た

の
で
あ

る
。
し
た

が
っ
て
神

の

客
体
化
は
弱
く
、
中
国
に
お
け
る
唯
一

絶
対

の
天
の

ご
と
き
も
の
は
存
在
し

な
か
っ
た
。
要

す
る
と
こ
ろ
、
災
異

の
際
に
対
応
す
る
態
度
に

も
、「
価

値

対
象

（
神
仏
）

に
対
す
る
献
身
に
お
け

る
心
情
的
純
粋
性
」

が
問
題
と
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

し
か
も
祓
等
の
儀
式
に
お
い
て
奏

せ
ら
れ
る
祝
詞
に
あ
る
よ
う
に
、
罪
穢

の
祓
除
に
は
「
代
贖
の
神
々
」

が
大
き

な
役
割

を
果
た
す
。
天

皇
は
、
中
国

の
皇
帝
の
よ
う
に
、
自
ら
国
民
の
罪

を
背
負

っ
て
犠
牲

と
な
る
の
で
は
な
く
、

こ
う
し
た
代

贖
の
神

々
を
ね
ん
ご
ろ
に
祭
り
、
そ
う
し
た
神

々
の
祐
助

を
乞

う
て
身
心
の
神
性
を
回
復
し
よ
う
と
努

め
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

但
し
、
日
本
の
天

皇
に
お
い
て
も
中
国
の
皇
帝
の

ご
と
き
性
格
を
示
す
場

合
が
あ
る
。
た
と
え

ば
花
園
天

皇
の
例
で
あ
る
。
「
宸
記
」

に
、

「
三
日

壬
戌
、
今
日
物

忌
、
天
猶
陰
雨
不
休
之

間
、
作
絶
句
詩
、
聊
申

内

侍
所

、
其
趣
、
仮
令
代

民
可
弃
我
命
之
故
也
、
即
雨

脚
休
、
又

暫
雨

灑
即
晴

、
夕
陽
影
新
、
其

後
天
猶
雖
陰
、
雨
脚
止
了
、
神
威
新
者
歟
、

非

詩
之

珍
重
、
依
心
之

清
潔
歟

。」
（
「
花
園
天
皇
宸
記
」
正
和
二
年
五
月
）

と
あ

っ
て
、
陰
雨
の
続
く
時
に
作
っ
た
絶
句

の
内
容

が
「
た
と
え
民
に
代

わ

り

て
も
我

が
命
を
弃
つ

べ
し
」

と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
こ
と

が
記
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
中
国
の
皇
帝
的

な
行
為
で
あ
る
。
な

ぜ
こ
の
よ
う
な

内

容
の
詩

が
作
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

大
局
的
に
見
た
時
に
は
、
中

国
に
お
け
る
徳
治
主
義

の
思
想
は
、
当
初
日

本
に
お
い
て
注
意
深
く
排
除
さ
れ
て
い
た

が
、
時
間
の
経
過
と
共
に
、
日
本
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の
文
化

の
中
に
浸
潤
し
た
結
果
、
天
皇
も
又
、
中
国
の
皇
帝
的
思
想

を
表
明

し
、
実
践
し
よ
う

と
し
た
結
果
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

日
本

の
天
皇

の
性
格

を
考
え

る
際
に
も
、
い

わ
ゆ
る
「
神

・
儒
・
仏
」

の

三
方
面

か
ら
考
察
す

る
必
要

の
あ
る
こ
と
が
指

摘
さ
れ
て
い

る
。

つ
ま
り

日

本
固
有

の
「
神

孫
為
君
」

の
思
想
と
、
中
国
よ
り

伝
来

し
た
「

有
徳
為
君
」

の
思
想

と
、
仏
教

に
よ
る
「
十

善
為
君

」
の
思
想
の
影
響
を
受
け
た
も
の
と

し
て
考

察
し
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら

な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
す
れ

ば
、

花

園
天

皇
の
例
は
、
時
代
も
降

っ
て
、
中
国
伝
来
の
「

有
徳
為
君
」

の
思
想

が
力

を
も
つ
よ
う
に
な

っ
て
き
た
時
代
性
の
反
映
と
見
る
こ
と
は
で
き

な
い

更

に
も
う
一

つ
、
花

園
天

皇
に
則
し
て
み
て
行
か
ね

ば
な
ら

な
い
こ

と
が

あ
る
。
花

園
天

皇
は
、
真
に
よ
く
中
国

の
典
籍

を
学

ん
だ
天
皇
で
あ
り

、
中

国

的
な
教
養
を
深
く
身
に
つ
け

た
人
で

あ
っ
た
。「
宸
記
」

に
は
、
日

本

に

お
け
る
儒
教
文
化
の
衰
退
を
慨
嘆
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
何
箇
所
か
見
え
て
い

る
。
こ

の
よ

う
な
天

皇
に
し
て
は
じ
め
て
、
先

述
の
よ
う
な
内

容
の
絶
句

が

生
れ
た

の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

し

か
も
こ

の
花

園
天

皇
に
し
て
、
雨

脚

が
止

ん
だ
の
は
「

心
の
清
潔
に
依

る
か
」

と
し
て
い
る
点
に
、
ま
ぎ
れ
も

な
い
日
本
文
化
の
伝
統
を
見
た
い
の

で

あ
る
。

む
す
び

政
治
的
に
最
高
位
に
あ

っ
た
中
国

の
皇
帝

と
日
本
の
天

皇
と

が
、
災
異
等

自

然

現

象

の
異

常

に

伴

う

災

害

に

直

面
し

た
際

の

行

為

に

は

、

自

己

の
不

徳

を

反

省

し

、

大

赦

、

賑

恤

を
施

す

な
ど

、
表

面

的

に

は
同

一

の
も

の

の

ご
と

く

見

え

る
こ

と

が
あ

っ
て

も

、

根

底

に

は

た

ら
く

思

想

に

は

大

き

な
隔

り

が

あ

っ

た
。

つ

ま
り

一

方

は

、
自

己

の
不

徳

を
痛

悔

し

、

修

徳

の

た

め

、

そ

し

て
天

命

保

持

の

た

め

と
い

う

こ

と

に

動

機

づ

け
ら

れ

て

い

た

。

そ

し

て

時

に

、
自

分

自

身

の
身

命

を
睹

し

て

の

犠

牲

的

行
為

に
出

る
こ

と

が
あ

っ

た
。

他

方

、
天

皇

の
場

合

に

は

、

徳

治

意
識

が
希

薄

で

あ

っ

た

か
ら

、

中
国

の

皇

帝

の

ご

と

き

身

命

を

賭

し

て

の

行

為

に
出

る
こ

と

に

よ

っ
て

で

は

な

く

、

自
己

の
神

性

の

自

覚

の

上

に

立

っ
て

、

大
祓

な
ど

の

祭

祀

を

懇

ろ

に

執

行

し

、

深

い

反

省

を

捧

げ

、

そ

の

神

性

、

清

浄

さ

を
保

持

す

る
こ

と

を

目

的

に

し

て

、

諸

種

の

行

為

に

出

た

の

で

あ

っ

た
。

（

―
）
　『
萄
子
』
に

は
、
こ
の
時

の
祈
り
の
内
容
と
し
て
六
項
目
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
２
）
　
白
川
静

『
中
国
古
代
の
文
化
』
（
講

談
社
、
昭
和
五
四
年
）
　一
五
二
頁

。
又

、

木
村
英
一

『
中
国
固
有
の
思

想
に
於
け
る
捨
身
と
祈
り

と
に
つ

い

て
』
（
弘
文

堂
、
昭
和
三
二
年
）
参
照

。

（
３
）
　
栗
原
朋
信
「
東
ア
ジ
ア

史
か
ら
み
た
『
天
皇
』
号

の
成

立
」
（
『
上
代
日
本
対

外
関
係
の
研
究
』
、
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
五
三
年
）
。

（
４
）
　
西
田
長
男
「
贖
罪
の
文
学
―
神
道
神
学
の
試
み
―
」
（
『
日
本
神
道
史
研
究
』

第
一
巻
、
講

談
社
、

昭
和
五
三
年
）
。

（
５
）
　
栗
原
前
掲
論
文

。

（
６
）
　
『
儀
式
』

巻
五

。

（
７
）
　
益
田

勝
美
『
火
山
列

島
の
思
想

』
（
筑
摩
書

房
、
昭
和
四
三
年
）
。

（
８
）
　
湯

浅
泰
雄
「

日
本

的
人
間
観
の
特
質
」
（
『
比
較
思
想
研
究
』
第
三
号

、
一
九



七
六
年
）
。

（
９
）
　
こ
の
点
に

関
し
て
守
屋
茂
博
士
の
教
示
に
負

う
所

が
大

き
い
。
記
し
て
謝
意

を
呈
し
ま
す
。

（
1
0）
　
石
田

一
良

『
カ
ミ
と

日
本
文
化
』
（
ぺ
り
か
ん
社
、
昭
和
五
八
年
）
七
八
頁
。

（
1
1）
　
こ
の
点

の
解
明
は
他
日
を
期
し
た
い
。

（
1
2）
　
『
花

園
天

皇
宸
記

』
正
中
元

年
の
条
に
「

今
年
所
学

目
録
」

と
し
て
多
く
の

中
国
典
籍

が
あ
げ
ら

れ
て
い

る
。

（
1
3）
　
元
応
元
年
、
元
亨
元
年
、
同
三
年
等
。

（

か

け

は

た

・

み

の

る

、

中
国

文
化

史

、

鶯

沢

大

学

助

教

授
）

界世の身献四１7
5


	page1
	page2
	page3
	page4
	page5
	page6
	page7
	page8
	page9
	page10

