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上
代
文
學
に

見
る

「

天
道
」

概
念
の
形
成

1
舊
稿

「

天
道
攷
冠

補
説

1

小
堀
桂
一

郎

（

こ
　
悲
劇
の

＝

將
の

述
懷

　
明

治
三

年
と

い

へ

ば

今
か

ら

百
二

十
餘

年
前
の

遠
い

昔
だ

が、

我
々

の

時
代
認

識
の

枠
組
で

言
へ

ば

既

に

紛

れ

も
な
い

近
代
で

あ
ら

う。

こ

の

年
出
羽
の

國
庄
内

の

藩
主
酒
井
忠
篤、

そ

の

世

子

忠
實
を
始
め

と

す
る

藩
士

數
十
入、

薩
摩
を
往
訪

し、

姑
く
鹿
兒
島
に

寓
し

て

南
洲
西
郷
隆
盛
に

就
い

て

政
道
上
の

教
を
乞
ふ
。

南

　
　
　

　
　
ハ
　り

洲
語
つ

て

曰

く、

　
〈
廟
堂
に

立

ち

て

大
政
を
爲
す
は

天
道
を
行
ふ

も
の

な
れ
ば、

些
と

も
私
を
挟

　
み

て

は

濟
ま

ぬ

も
の

也
。

い

か

に

も
心
を
公
雫
に

操
り、

正
道
を

蹈
み
、

廣
く

　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　

た

　
賢
人
を

選
擧
し、

能
く
其
職
に

任
ふ

る
人
を
擧
げ
て

政
柄
を
執
ら

し

む

る

は、

　
即

ち

天

意
也
V

　
こ

の
一

節
は

南
洲
が

こ

れ
こ

そ
當
時
の

自
己

の

思
想
の

核
心

と

自
ら

意
識
し

て

上
代

文

學
に

見

る
「
天

道」
概
念
の

形
成

小

堀
桂
一
郎

＊

言
語
文

化
学

科

日

欧

近
代
文

学

斯
く
語
つ

た

も
の

か
、

そ

れ
と

も

庄
内
の

藩
士

達
が

取
分

け
印
象
深
く
聴
取

つ

た

が

故
に

編
纂
の

際
そ

の

位
置
を
斯
く
わ
り

あ
て

ら

れ

た

の

か、

詳
細
は

知

ら

ぬ

が、

と

に

か

く
現
行
の

『

西
郷
南
洲
遺
訓』

の

開
巻
劈
頭

を
飾
る

大
文
字
で

あ

る
。

因
み

に

「

追
加
」

「

補
遺
」

を

合
め

て

六

十
項
に

近
い

『

遺
訓
』

條
々

の

う

ち

に

「

天
道
」

の

語
は

こ

の

冒
頭
一

箇
所
に

現
れ
る

だ

け

で

あ
る。

　

そ

れ
か

ら

七
十
五

年
の

歳
月
が

流
れ

て

昭
和
二

十
年
九
月
の

こ

と、

大
東

亞

戰

爭
開

戰
時
の

内
閣
總
理

大
臣
で

あ
つ

た

東
條
英
機
大
將
は、

戰
爭
犯

罪

容
疑

者
を

逮

捕
す
る
と

の

名
目
で

不
遠
慮
に

自
宅
に

踏
み

込
ん

で

き
た

ア
メ

リ

カ

軍
憲
兵
隊

の

士
官
の

徼
岸
無
禮
な
態
度
に

衝

撃
を

受
け、

周
知
の

如
く

自
殺

未
遂
と

い

ふ

苦

境
に

追
ひ

こ

ま

れ
た

上、

か

ね

て

書
き

上
げ
て

書
齋
の

卓
上

に

置
い

て

ゐ

た

と

さ

れ
る

遺
書
を
も
持
ち
去
ら
れ

て

し
ま

ふ
。

そ

の

遺
書
自
體
は

遂
に

米
軍
か

ら

返
還

さ
れ
た

形
跡
が

な
い

が、

そ

の

本
文
は

或
る

人
の

手
に

よ
つ

て

ひ

そ
か

に

手
寫
さ

　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　ハ
ごソ

れ
て

を
り、

そ

れ

が

今
日

研
究
家
の

手
に

よ

つ

て

明

る

み

に

出
て

ゐ

る。

三

部
に

分
れ
る

そ

の

遺
書
の

う
ち

「

日

本
同
胞
國
民

諸
君
」

に

宛
て

て

記

さ

れ
た

部
分
の

一

節、

　

〈
カ
ノ

強
弱
ハ

決
シ

テ
正
邪
善
悪
ノ

標
準
ト
ナ

ス

可
キ

モ

ノ
ニ

ア

ラ
ズ
、

人
多

　
ケ

レ

バ

天
二

勝
ツ、

天
定
レ

バ

人
ヲ

破
ル、

是
レ

天
道

ノ

常
則
タ

リ。

諸
君
須

　
ラ

ク
大
國
民
ノ

襟
度
ヲ

以
テ、

天

定
ル

日

ヲ

待

タ

レ

ン

コ

ト

ヲ。
（

後
略）
〉

　
歴
史
の

大
い

な
る

變
轉
の

現
場
に

身
を

置
き、

今
自
分

は

そ

の

變
轉
の

實
相
を

目

の

邊
り
に

目

撃
し

つ

つ

あ
る

の

だ

と

の

自
覺
を
有
し

た

（
で

あ
ら

う）

二

人

の

人
物
が
、

そ

の

感
慨
を
文
字
に

託

す
に

當
つ

て

共
に

「

天

道
」

を
引
き
合
ひ

に

出

し

て

ゐ

る、

と

い

ふ

偶
然
の
一

致
に

私
は

妙

に

興
味
を
惹
か

れ
る
。

　
「

天
道
」

と

い

ふ
一

見
取

留
め

の

な

い

様
な、

茫

漠
た

る

倫
理

觀

念
の

標
語

が、

西
郷
隆
盛
と

東
條
英
機
と
い

ふ、

そ

れ

ぞ

れ
に

時
代
の

或
る

局
面
を
代
表
す

　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
あ
だ
　
　

お

ろ

そ

る

位
置
に

あ
つ

た

二

人
の

人

物
に

よ
つ

て
、

そ

れ
も

徒
や
疎

か

に

口

に

す
べ

き

で13
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明

星
大

学
研

究
紀

要
凹
日

本
文

化

学
部
・
言
譜
文

化
学

科】
第
五
号

　一
瓦
九

七
年・

は

な
い

は

ず
の

緊
張
し

た
文
脈
の

中
で、

恰
も
良
心

の

證
人
で

あ
る

か

の

様
な
思

ひ

入

れ
の

濃
い

含
蓄
を

籠
め

て

用
ゐ

ら

れ
て

ゐ

る
と

こ

ろ

が

面
白
い
。

こ

の

両
者

が

こ

の

語
に

事
寄
せ

た

含
意
は

互
ひ

に

も
ち

ろ

ん

異
な
つ

た

も
の

で

は

あ
ら

う．、

文
字
面

を
一

瞥
し

た

だ

け
で

も、

西
郷
が

こ

の

語
を、

政

治
に

携
る

も
の

の

奉
ず

べ

き
究
極
の

最
高
原
理

と
し
て、

つ

ま

り
は
一

箇
の

倫
理

的
格
率
と

し

て

把
握
し

て

ゐ

る

の

に

對

し、

東
條
は
歴
史
の

最
終
的
審
判
基
準
と

し

て、

時
勢
と

人

問
の

判
斷
と

の

上
に

超
越
し

た

永
遠
の

尺

度
と

し

て

の

天

に

向
か

つ

て

呼
び

か

け

て

ゐ

る

の

だ

と

い

ふ

こ

と

が

君
て

取
れ

よ

う
。

だ
が

い

つ

れ
に

せ

よ、

両
者
は

同
じ

「

天

道
」

の

語

を
用
ゐ

て

ゐ

る
。

そ

こ

に

は、
　一

見

茫
漠
た

る

も

の

の

様
で

は

あ

つ

て

も、

こ

の

語
を
以

て

發
言
者
が

何
を
言

は

ん

と

し

て

ゐ

る

の

で

あ
る

か、

聴

く
人

讀
む

者
は

解
つ

て

く
れ
る

は

ず
だ、

と

の

暗
黙
の

合
意
が

成

立

し
て

ゐ

る、

少
く
と

も
語
る

方
は

そ

れ
を
前
提
と

し

て

發
言

し
て

ゐ

る
。

　
か

う
し

て

み

る

と、

我
々

二

十
世

紀
の

所
謂
世
紀
末
に

生
き
る

近

代
人
と

し

て

も、

H
本
人
で

あ
る

以
上
は、

或

る

歴

史
的

人
物
が

言

及
乃
至

引
用
す
る

「
天

道
」

な
る

語
に
つ

い

て、

か

つ

て

は

我
々

の

共
通
の

理

解
で

あ
つ

た、

然
る

べ

き

概
念
を
有
し
て

ゐ

て

當
然、

と

い

ふ

様
に

も

考
へ

ら

れ

る

の

だ

が、

し
か

し

こ

の

こ

と
は

現
實
に

は

必

ず
し
も
當
然
で

は
な
い
。

確
か

に

こ

の

語
は

我

々

の

民
族
の

歴

史
始
ま

つ

て

以
来
の

最
古
の

文
獻
の
一

で

あ
る
［．
日

本
書
紀
』

に

既
に

出
て

ゐ

る

の

だ

か

ら、

少
く
と

も
千
三

百
年
余
0
の

長

き
に

わ

た

つ

て

冂

本
語
の

語
彙
の

中
で

現
役
と
し
て

生

き

て

ゐ

た

と

い

ふ

經
歴

を

有
つ
。

し

か

し
そ
こ

で、

日

本
入

で

あ
る

以
上
は

ー
な
ど

と

言

つ

て

よ

い

か

ど
う
か

は

實
は

甚
だ

疑
問
で

あ
つ

て、

字
面
を
見

れ

ば

明

ら
か

な
如
ノ

＼

こ

の

語
は

畢
竟
外
来
の

漢
語
で

あ
る

。

専

ら

か

な
書
き
で

通
用
し

得
る
や

ま

と

こ

と
ば

と

は

違
つ

て、

こ

の

語
が

漢
語
と

し

て

我
々

日

本
人
の

言
語
生
活
の

中
に

入
つ

て

來
て

働
き
始
め

た、

そ
の

沿
革、

經

歴、

意
昧

の

變
遷
等
を
ど
う
し

て

も
｝

度
は

辿
り

返
し

て

み

な
く
て

は、

さ
う
簡

　

　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　

14

単
に、

共
通
の

理

解
が

暗
黙

裡
に

前
提
さ

れ

て

あ
る

な

ど

と

言
つ

て

よ
い

も
の

で

は
な
い

だ

ら
う

。

　

「

天

道
」

概
念
の

解
明

と

再
定
義
と

の

た

め

に

は、

や

は

り

先
づ

そ

の

語
史
の

検
討
か

ら

始
め

る

の

が

ふ

む
べ

き

順
序
で

あ

る

と

思
ふ

。

（

二
）
　

『

紀
』

に

於
け

る

「

天

人

合
應
」

　
本
朝
の

文
獻
に

し
て

初

め

て

「

天

道
」

の

語
を
載
せ

て

ゐ

る
の

は．

前
述

の

如

　
　
　
　
　

　ヨ
るけ

く
『

日

本
書
紀
L

で

あ
る。

そ

の

巻
第
三

「

艸
武
天
皇
即
位
前
紀
戊
午
年
夏
四

　
　
　
　
　

　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　

あ

た

月
」

の

條、

有
名
な
孔
舎
衛
坂
の

戰
ひ

で、

長
髄
彦
の

軍
勢
の

放

つ

た

流
矢
に

中

　
　
　
　
　

　
ひ

ぢ

は

ぎ

　

　
　
　
　

　

　

　

　

　

　
　
　

　

か

む

や

ま

ヒい
は

れ

ひ

こ

の

す
め

ら

み

こ

と

つ

て

五

瀬
命
が

肱

脛
に

傷
を
負
ふ

場
面、

紳
日

本
磐
余

彦
天

皇
は

深
く
我
が

進

退

を
省
て、

A
今
我

是
日

神7
髭

孫、

而
向
日

征
虜、

此

逆
天
道
也

〉
（
今
や
つ

か

　
　
　
　
　

　

　
う

み

の

こ

　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

あ

だ

　
　

う

　
　
　
　

　

　
こ

れ

　
　

　
　
　
　
さ

か

れ
は

是
日

の

紳
の

子

孫
に

し

て、

日

に

向
ひ

て

虜
を

徒
つ

は、

此

天

道
に

逆
れ

　
　
　
　
　

　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　ほ
うい

り）

と

逋

懐
す
る

。

こ

の

「

天

道」

を
黒
板
勝
美
編
岩

波
文
庫
本、

坂

本
太
郎
氏

他
の

校
注

に

よ
る

「

日

本
古
典
文
學
大
系
」

本
は

〈

あ

め

の

み

ち

〉
と

訓
じ、

大

　
　
　
　
　

　

　

　
　
　
　
　

ハ
どり

倉
精
紳
文

化
研
究
所
編
の

『

神
典
』

は

く
か

み

の

み

ち
V
と

訓
む
。

　
な
る

ほ

ど
こ

の

時
代、

紳
武
天
皇
の

御
代
に

は

我
國

に

は

正

史
の

L
で

は

ま

だ

漢
字
は

渡
來
し

て

ゐ

な
い
、

從
つ

て

〈
て

ん

た

う
〉
〈

て

ん

だ

う
〉
と
い

ふ

字
は

な
く、

又

そ

の

爵
を

持
つ

詞
も
有
り

得
な
い

。

だ

か

ら

こ

れ

と

同
じ

史
實
に

関
し

て、
　

『

古
事
記
』

で

は．

禪
倭
伊
波
禮
毘
古
命
の

言
葉

と

し

て

は、

〈

吾

は

日

の

御
子

と

し

て

日

に

向
ひ

て

戰
ふ

こ

と

良
か

ら

ず
∀
と

い

ふ

素
朴
な
感
想
を

傳
へ

て

ゐ

る

だ

け
で

あ
る
、

　
直
ち

に

次
の

結
論
に

移
つ

て

し

ま

ふ

の

は

興
醴

め

の

様
で

も
あ
る

が、

△

此

逆

天

道
也
V
は

『

紀
』

の

編
纂
者
が

己
の

漢
學
的
教
養
を

衒
つ

て

の

文
飾
に

他
な

ら

ぬ、

と

い

ふ

こ

と

に

な

る
の

で

は
な
い

か
。

既
に

漢
字
語
の

「
天

道
」

概
念
が

な

い

と

す
れ

ば、

〈
あ

め

の

み

ち

∀
と

い

ふ

観
念
が

あ
つ

た

と
い

ふ

想
定
も
薄
弱
と
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な
り、

『

神
典
』

の

如
く
に

こ

れ
を
〈
か

み

の

み

ち
〉
と

訓

ま

せ

る

方
が

ま
だ

し

も

時
代
的

に

は

辻
褄
が

合
ふ

と

い

ふ
べ

き
か

も
し
れ

な
い
。

　

こ

こ

に

「

天

道
」

と

い

ふ

漢
語
を
補
入
し

た

の

が

『

紀
』

の

編

者
の

賢
し

ら
だ

て

で

あ
つ

た
と

す
れ
ば、

こ

の

語
は

實
は

奈
良
時
代
に

入
つ

て

『
書
紀』

と
い

ふ

國
語
の

文
獻
に

用

ゐ

ら
れ

た

こ

と

を
以
て

國
語
史
上
の

初
出
と

す
る、

と

い

ふ

こ

と

に

な
る

わ

け

だ

が、

然
し
一

方
『

紀
』

に

於
い

て

は

天
智
天

皇
八
年
十

月
の、

天
皇
が

藤
原
内
大
臣
鎌
足
を
そ

の

重
病
の

床
に

見
舞
ひ

た

ま

ひ

て

の

勅
語
の

中
に

も
こ

の

語
を
出
し

て

ゐ
る
。

こ

の

用
語
用
字
を
插
ん

だ
天
智
帝
の

勅
語

が

古
傳
の

典
據
に

基
づ

い

て

『

紀
』

に

採
り
載
せ

ら
れ

た

も
の

と

す
れ
ば、

「

天

道
」

の

文

獻
初
出
は

こ

の

天
智
天
皇
八

年
（
西
暦
六
六
七

年）

の

詔〔
7｝

だ
と
い

ふ

こ

と

に

な
る。

詔
の

全
文
は

以
下
の

如
く
で

あ
る

。

　

八
天
道

輔
仁、

何
乃

虚
説、

積

善
餘

慶、

猶
是

无
徴、

若

有
所

須、

便
可

以

　
　

　

　
あ

め

の

み

ち

め

ぐ

ゐ

　

た

す

　

聞
〉
（
天

道

仁
を
輔
く
る

こ

と、

何
ぞ

乃
ち

虚
説
な
ら

む。

善
を
積
み

て

餘

　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
し

る

し

な

　

　

　
　
　
　
　
　

　

　

　
　
　
す

べ

　
　
　
　
　

　

　

　
　
　

す

な

は

　

　

き

　

こ

　
の

慶
あ

る

こ

と
、

猶
是

徴
无
か

ら

む

や。

若
し

須
き
所
有
ら

ば、

便
ち
以

聞

　
ゆ

べ

し。
）

　
本

稿
が

參
照

し

て

ゐ

る
三

種
の

刊
本
は

い

つ

れ

も
こ

れ

を
〈
あ
め

の

み

ち

〉
と

國
風
の

訓
を
付

し

て

ゐ

る

が、

当
の

天

智
天
皇

自
身
は

も
ち
ろ
ん

こ

れ
を
漢
語

と

意
識
し

た

上
で

用
ゐ

て

ゐ

る

は

ず
で

あ
る

。

日

本
古
典
文

學
大
系
本
の

頭
注

が

指

摘
し
て

ゐ

る

如
く、

〈
天
道
輔
仁
〉
（
又

は

〈

天

道
輔
賢
〉）

も
〈
積
善
餘
慶
〉

　
　

　

　
る

い

も
碑
文
や

誄
に

頻

用

さ

れ

る

漢
土

の

古
典
の

常
套
旬
で

あ
り、

近
江
朝
の

宮
廷
人

の

教
養
の

う
ち

に

こ

れ
等
の

慣
用

句
が

他
の

多
く
の

類
句
と

共

に

儲
藏
さ
れ
て

あ

つ

た

と

し

て

少
し

も
不
思
議
で

は

な
い

か

ら
で

あ
る

。

　
〈
積
善
之

家
必

有
餘
慶
〉
（
『
易
經
』

坤
卦）

と

い

つ

た

現

代
の

我

々

の

言
語

生

活
の

中
に

も
な
ほ

立

派
に

金
言
と
し

て

の

生

命
を
保
つ

て

ゐ

る

様
な
成
句
と

共

に

用
ゐ

ら
れ

て

ゐ

る

の

で

あ
る

か

ら、

こ

の

詔
の

中
で

の

「

天

道
」

は

も
は

や

上

代
文

學
に

見
る

「

天
道」
概

念
の

形

成

小
堀

桂一
郎

〈
か

み

の

み

ち
〉
で

は

な
く
て

明

白
な

漢
語
の

文
脈
に

基
づ

い

て

の

概
念
語
で

あ

ら
う。

た

だ

慣
用
旬
で

あ
る

が

故
に

そ

れ
だ

け、

こ

の

概
念
の

具
体
的
内
包
に

つ

い

て

は

深
く
注
意
を
向
け
る

こ

と

な
く、

文

字
通
り

の

慣
用

句
と

し

て

形
式
的
に

用
ゐ

ら

れ
た

に

す
ぎ
な
い

の

か

も
し

れ
な
い

。

　

然
し

同
じ

『

紀
』

の

記

載
で

あ
つ

て

も、

次
に

児
出
さ

れ
る

用
例、

天

武
天

皇

十
二

年
春
正

月、

三

本
足
の

雀
が

現

れ
た

と
の

群
端
に

際
し

て

發
せ

ら

れ

た

詔
書

と

な

る

と、

「

天
道
」

の

内
包
を
無
視
し、

た

だ

文
飾
と

し

て

用
ゐ

た
例
と

は

言

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　
ビソ

へ

な
い

の

で

あ
る

。

全
体
は
少
し
く
長
文

故、

該
当
部
分

の

み

を
引
い

て

み

る。

　

〈
朕
初
登

鴻
祚
以

來、

天

瑞
非
一

二

多
至
之、

傅
聞、

其
天

瑞
者、

行

政

之

　

理、

協
于
天
道、

則
應
之

。

是
今
當
于

朕
世、

毎
年
重
至

。

一

則
以

懼、

一

則

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　
あ

ま

つ

ひ

つ

ぎ
し

ら

　
　
　
　
　
　

　

　

　
　
　

あ

ま

つ

みつ

　

以
嘉
〉
（
朕、

初
め

て

鴻

祚

登
し

し

よ
り

以

來、

天

瑞、

【

二

に

非

ず
し

て

　
さ

は

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
あ

め

の

み

ち

　

多
に

至
れ
り。

傳
に

聞
く
な
ら

く、

其
の

天

瑞
は、

政

を
行
ふ

理、

天

道
に

　
か

な

　

協
ふ

と

き
は

即
ち

應
ふ

と
。

是

れ
今
朕
が

世
に

當
り
て、

年
毎
に

重

ね

て

至

　
　
　
　

　

　
　
お

そ

　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
よ

み

　

る
。

一

は

以

て

懼
り、

一

は

以

て

嘉
す

。

〉

　

三

本
足
と

い

ふ

畸
形

の

雀
の

發
見

が

瑞
祚
と

見

做
さ

れ

た

の

は

少

し
を
か

し

く

思
へ

る

が、

そ
の

こ

と
は

今
は

措
い

て、

こ

の

詔
を
發
せ

ら

れ
た

天

武
帝
が

自

分

が

地
上

に

行
ふ

政
治
と

眼
に

見

え
ぬ

天

上
の

超

越
的
な
存
在
の

意
志
と

の

問
に

道

徳
上
の

照
應
關
係
が

存
す
る

こ

と
、

所
謂
く
天

人
合
應
V
の

理

を

認
識
し

て

ゐ

た

こ

と

は

確
か

だ

ら

う。

政
治
の

世
界
に

於
い

て

自
分
の

眼
に

見
え
ぬ

超
越

的
存
在

を
證
人
に

立

て

る

と

い

つ

た
場
合、

そ

れ
ま

で

は

天
祕
地
祗
に

呼

び

か

け

た
。

こ

れ

は

こ

の

國
の

山

や

森
に

住
ま
ひ

給
ふ

禪
々

で

あ

る
。

例
へ

ば

敏
達
天

皇
十
年
の

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　
あ

や

か

す

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
ハ
ユ

春
二

月
に

蝦
夷
の
一

首
長
綾
糟
な
る
者
が

天

皇
に

服
屬
を

誓
つ

て

述
べ

た

言
葉
に

〈
自
今
以

後、

子
々

孫
々
、

用
清
明
心、

事
奉
天

闕、

臣

等
若

違
盟
者、

天

地
諸

祚
及

天
皇
靈、

絶
滅
臣

種

矣
〉。

（

今
よ
り

以

後、

子
々

孫
々
、

清
き
明

き

心

を

も

　
　

　
　
み

か

ど

　
　
つ

か

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　
　

　
　

ち

か

ひ

用

て、

天

闕
に

事
へ

奉
ら

む
。

臣
等、

若
し

盟

に

違
は

ば、

天

地
の

諸
の

禪
及
び15
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嬰
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囗

本
文
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学
部

二
言

語
文
化

学
科】
第
丑

号

一
加
九

七

年

　
　
　
　
　

　
　
　
　
ほ

ろ

ぽ

天

皇
の

靈、

臣
が

種
を
絶
滅
せ
）

と

い

ふ

の

が

見
ら
れ

る

が、

こ

れ

と

同
様、

地

上

の

人

聞
世
界
の

義
と

理

と

を
冥
鑒
し

給
ふ

の

は

諸
々

の

神
々

で

あ

り、

八
天

皇

靈
〉
と

い

つ

た

存
在
で

あ
ら

う
。

〈
天
皇
靈
V
と
い

ふ

注

目
す
べ

き
呼
び

方
が

こ

の

邊
境
の

住
民
の

詞
の

中
に

兇
え
る

の

は

興
味
深
い

こ

と

で

あ
る。

　
し

か

し

西
暦
六

世

紀
に

入

る

と
儒
教
・

佛
欷
と
い

つ

た

漢
土

傳
來
の

正
統
の

學

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　　
　ビ

問
・

宗
教
と

共
に、

漢
代
に

榮
え
た

陰
陽
五

行
思

想
に

基
づ

く
鮮
瑞
災
異

觀
も
又

唐
土

か

ら

渡
來
し、

政

治
の

世
界
に

於
い

て

は

こ

れ

の

方
が

む

し
ろ
直
接
的
な
影

響
力
を
揮
ふ

様
に

な

る。

七

世
紀
の

半
ば
に

大
化

尤
年
（
六

四

五
年）

を
以
て

元

號
が

制
度
化
さ
れ
る

や、

早
速
に

群
瑞
政

元
の

事

例
が

生

じ、

創
元
第
二

の

元
號

は

周
知
の

様
に

孝
徳
天
皇
の

大
化
六

年
（
西

暦
六

五

〇
年）

を
白
雉
元
年
と

改
元

し

た

こ

と

で

あ
る。

　

〈
天
人
合
應
〉
の

思
想
は

孝
徳
天
皇
の

大
化
年
聞
に

次
第
に

成
熟
し

て

行
つ

た

一

箇
の

新
思
想
で

あ
つ

た

か

も
し

れ
な
い
。

大
化
二

年
三

月
に

皇
太
子
中
大
兄
皇

子

が

天

皇
に

奏
請
し

て

〈

屬
天
皇
我
皇

、

可
牧
萬
民
之
道、

天

人
合
應、

厥
政
惟

　　
ロサ
　
　

　
　

　
　

　
　

き

み

　

　
　

　
　

　

や

し

な

　
　

　
　

　
み

よ

　

　
あ
た

　

　
　

　
　

あ

め

ひ

と

こ

　

た

　

　
　

　
　

そ
の

新
〉
（
天
皇
我

が

皇、

萬
民
を

牧
ふ

べ

き
運

に

屬
り

て
、

天
入

合

應
へ

て、

厥

ま

つ

り

ご

と

こ

れ

政

　

惟
新
た

な
り）

と
述
べ

た

と

こ

ろ
に、

そ
れ

は
端
的

に

表
れ

て

ゐ

る
し、

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　　
レソ

同
じ

年
秋
八

月
の

孝
徳
帝
の

認
は

以
下
の

如

く
に

文
を
起
し
て

ゐ

る。

　

〈
原

夫
天
地

陰
陽、

不

使
四
時
相
亂、

惟
此
天

地、

生
乎
萬
物、

萬
物
之
内、

　

入
是
最
靈、

最
靈
之
間、

聖
爲
入
主、

是
以、

聖
主
天

皇、

則
天

御
寓、

思

人

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
た

つ
ね

み

　

獲
所、

暫
不
廢
胸
（

後
略）
〉
（
原
れ

ば

夫
れ

天

地

陰
陽、

四

時
を
し

て

相
亂

　
　
　
　
　

お

も
ん

み

　
　

　

　
　
　
　
　
　
　

　

　

　
　
　
　
　
　

　

　

　
　
　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　
　
　

　

　

く
し

び

　

れ
し

め

ず
。

惟
れ
ば

此
天

地、

萬
物
を
生
す

。

萬
物
の

内
に、

入
是
最
も
靈

な

　
　
　
　

く

し

び

　

　
　
　
　
　
　
　
　

　

き
　
み

　

り
。

最
も
靈

な
る

闇
に、

聖
人

主
た

り。

是
を
以
て、
、

聖
主

の

天

皇、

天

に

則

　

あ

め

の

し

た

し

ろ

し

め

　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

し

ま

し

く

　
こ

こ

ろ

　
　

す

　

り

御

　
寓
し
て、

入
の

所
を

獲
む

こ

と

を
思

ほ

し、

暫

も
胸

に

廢
て

ま

さ

　

ず
」

　

蟹
頭
の

四

句
は

さ

な
が

ら
孔
子

の

言

葉
く
天

何

言
哉、

四

時
行

焉、

百
物
生

　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　

16

　　
お　

焉
〉

を

敷
衍
し

た

如
き
趣

で

あ
る

。

そ
れ
を
天

地

万
物
の

う
ち

で

入

間

が

そ
の

靈

長
の

存
在
な
り
と

受
け
て、

更
に、

天

皇
こ．
そ

そ

の

最
も

聖
な
る

も
の、

と

續
け

て

ゆ

く
と

こ

ろ、

感

嘆
に

値
す
る

修
辭

術
で

あ
る

が、

肝

腎
な

の

は、

そ
こ

で

〈
天
皇
と

は

天
に

則
り

て

天

の

下
を
し
ろ

し

め

す
〉
も
の、

と

の

思
想
を

語
つ

て

ゐ

る

こ

と

で

あ
る

。

こ

こ

に

〈

則
天

〉
と

い

ふ、

そ

の

〈
天
〉

は

ど

う
や

ら

〈
天

紳

地
蔽
〉
の

く
天
V
で

は

な
く
て、

唐
土

に

〈
昊

天
上

帝
〉
と

謂
ひ、

又

〈
天

帝
V
と

謂
ふ

所
の

八
天

〉
で

あ
る

。

　
か

う
し

た

前
史
の

あ
る

故
に、

短

か

つ

た

齋
明
・

天

智
爾
朝
の

治

政
を

距
て

て

天

武
天
皇
の

氣
鋭
の

新
政
が

飛

鳥
淨
見

原
の

宮
に

始
ま

つ

た
と

き、

〈

政

を
行

ふ

理

〉
は
〈
天

道
に

協
ふ

〉
べ

き

も
の、

と
の

思

想
は

既
に

新
政
の

基
本
理

念
と

し

て

確
立
し

且

つ

醇
熟
し

て

ゐ

た

の

で

は

あ
る

ま
い

か。

　

但
し、

こ

の

時
代
に

人

の

言
語

文
章
に

上

つ

た

「

天

道
」

は

專
ら

政

治
的
公

正

の

原
理

と

い

つ

た

文
脈
に

於
い

て

用
ゐ

ら
れ

て

ゐ

た

の

が

全
て

と

い

ふ

わ

け

で

は

な

い
。

少
し

く
別

の

文
脈
に

載
つ

た

用
例
も
散
見
す
る

。

　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　ハ
ぜ

　

例
へ

ば

『

紀
』

欽
明

天

皇
十
六

年
二

月

の

條
に、

百
濟
の

聖
明
王

が

新
羅
と

戰

つ

て

賊

の

た

め

に

殺
さ

れ

た

と

の

報
を

受
け
た

蘇
我

の

臣

（
稲
目
か）

が、

来
訪

し

た

王

子
惠
に

悔
み

の

辭
を
述
べ

る
件
り

が

あ

る
。

そ

こ

で

蘇
我
臣

は

聖
明

王

の

遺
徳
を
讃
へ

て

A
聖
王
妙
達
天

道
地

理
」

名
流
四

表
八

方
（
後
略
）

〉
（
聖
王、

　
　
あ

め

の

み

ち

つ

ち

の

こ

と

わ
ウ

　
さ

ヒ

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　
　

　

　
し

妙
に

天

道

地

理

を

達
り
て、

名、

四
表
八

方
に

流
け
り

∀

と

の

懇
ろ

な
弔
辭

を．
述
べ

て

ゐ

る
。

こ

の

〈
天

道
地

理

〉

は

現
今
通
用
の

字
義
通

り

の

明

確
な

概
念

を
成
し

て

は

ゐ

ま
い
。

謂
ふ

心

は、

深
遠
な
經
學
に

も
現
實
の

世
情
に

も
ひ

と

し

く
通
じ

て

ゐ

る

英
明

な
君
主
だ

つ

た、

と

い

ふ

ほ

ど

の

讃
辭
の

文
飾

で

あ
ら

う。

字
遣
ひ

は

く

天
文
地

理

V
と
い

ふ

熟
語
と

よ
く
似
て

ゐ

る

が、、

こ

の

四

字
も

假
に

斯
様
な
弔

辭

の

文
脈
に

置
け

ば

字
義
通
り
と
い

ふ

よ

り

も、

む

し

ろ

形
蒲

上
・

形

面

下
の

學
を
兼
備
し

ー
と

い

ふ

ほ

ど

の

意
味
に

な

る
の

で

は

な
い

か。
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他
の
一

例
は

『

懷
風

藻
』

に

載
つ

て

ゐ

る、

大
友
皇
子
の

五

言
詩
二

首
に

序
と

し

て

付
け

ら
れ

た

皇
子

の

短
い

傳
誘
の

文
の

中
に

見
え
る。

大
友
皇
子
が

或
る
夜

奇
異
な

る

夢
を

見、

そ

の

内
容
を
藤
原
内
大
臣
鎌
足
に

語
る

。

鎌
足
は
そ
の

夢
に

不
吉
な
豫
兆

を
看
て

取
り、

戒
め

の

意
味
を
こ

め
て、

〈
天

道
無
親、

惟
善
是

輔

（
後
略）
〉
（
天

道
親
無
し、

惟
善
を
の

み

是
れ

輔
く）

と

皇
子
に

告
げ
る
の

だ

が、

こ

れ

は

『

老

子』
「

任
契
章
」

に

謂
ふ

〈

天

道

無
親、

常
與

善
人
〉
や

『

尚

書』
「

蔡
仲
之
命
」

の

〈
皇
天
無
親、

惟
徳
是

輔
〉
と

い

つ

た

成
句
か

ら

合
成
し

た

造
語
で

あ
ら
う。

即

ち
專
ら

老
子
的
な

含
蓄
を
以
て

口

に

さ

れ

て

ゐ

る

の

で

あ

り、

從
つ

て

こ

れ

は
く
あ
め

の

み

ち
V
で

は

な
く、

〈
て

ん
た

う
〉
と

讀
ま
れ

た

は
ず
で

あ

る。

皇
子

の

叔
父
な
る

天

武
帝
が

後
に

瑞
祚
に

よ
る
大
赦
の

詔
で

示
し

た
如
き
政
治
の

哲
理

に

則
つ

た

概
念
で

は

な
く、
『
老
子
道
徳
經
』

の

思
想
の

含

意
そ

の

も
の

で

あ
つ

た

ら

う
。

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
ハ
　り

　

却
つ

て

皇
子

の

五

言

絶
句
に

よ
る

述
懐、

〈
道

徳
承
天
訓、

鹽
梅
寄
眞
宰、

羞

無
監
撫
術、

安
能
臨
四
海
〉
（

道

徳
天
訓

を
承
け、

鹽

梅
眞
宰
に

寄
す

。

羞
づ

ら

く
は
監
撫
の

術
無
き

こ

と

を、

安
ぞ

能
く
四

海
に

臨
ま
む
。

「

日

本
古
典
文
學
大

系
本
」

小

島
憲
之
氏
の

訓

に

よ
る

）

の

方
に、

政
の

理

は

天
道

に

協
ふ

べ

き
だ
と

の

天
武
帝
の

思
想
と
共
通
の

認
識
が

貫
流
し

て

ゐ

る
の

を
見
る
。

　

天

智
・

天

武
兩
帝
の

詔
書
が

『

紀
』

に

編
纂
さ

れ
て

文
獻
上
に

残
る

こ

と

が

確

定
し
た

の

は

奈
良
時
代
の

初
め

養
老
四
年
（
西
暦
七

二

〇
年）

で

あ
つ

た

の

と

同

様、

大
友
皇
子
の

遺
作
に

添
へ

ら
れ

た

短
い

傳
記
の

文
も
『

懐
風

藻
』

編

纂
の

時、

即
ち
天
平
勝
寶
三

年
（
西
暦
七

五

二

年）

に

實
際
に

は

文
字
化
さ

れ

航
の

で

は
な
い

か

と

考
へ

ら

れ
る。

吉
備
大
臣
眞
備
の

家
訓
書
た
る

『

私
教
類
聚
』

は
今

は

『

政
事
要
略
』

等
に

抄
出
さ

れ

た

逸
文
が

傳
は

る

の

み

で

あ
る

が
、

そ

の

一

節

に

〈
今
余
至

七
十
有
六
〉
云

々

と

あ
る
と
こ

ろ

か

ら、

こ

れ
が

纂
述
さ
れ

た

の

は

お

そ

ら
く
は

眞

備
七

十
歳
代
後
半
の

神

護
景
雲
年
間
（
西
暦
七
六

七
−
七

〇
）

上

代
文
學
に

見
る

「

天
道」
概
念
の

形

成

小
堀

桂一
郎

で、

即
ち
『

萬
葉
集
』

の

編
纂
が

成
つ

た

の

と

ほ

ぼ

時
を

同
じ

う
す
る

頃
で

あ
ら

う
と

計
算
さ
れ
て

ゐ

る
。

こ

の

『

私
教
類
聚
』

中
の

逸
文
の
一

に

〈

又

日、

算
術

亦
是
六
藝
要
事、

自
古
儒
士、

論
天
道
定
律
暦
者、

皆
學
通
之

〉
（
訓

は

後
出）

と

あ
る

の

は、

「

天
道
」

概
念
に

又
一

つ

新
た

な
内
包
が

加

つ

た

こ

と
を
示

し
て

ゐ

る
。

即
ち

暦
學
上

の

そ

れ
で

あ
る。

暦
學
概
念
と

し

て

の

「

天
道
」

は

こ

れ

よ

り
百

三

十
年
ほ

ど

後、

平
安
時
代
中
期
に

至
つ

て

俄
か

に

精
禪
界
の

重

大
な

項
目

と

し

て

文
獻
上

に

姿
を
現
す
こ

と

に

な
る

の

だ

が、

と
び

離
れ

て

早

く、

こ

の

時

代
に

唯
一

回
だ

け

（
散
佚
し
湮
滅
し

た

數
々

の

文
獻
の

存
在
を
想
定
す
る

な
ら

ば

こ

の

表
現

は

輕
率
で

あ
ら

う
が）

言
及
が

見
ら
れ
る

の

は

奇
異
な
こ

と

で

あ
る

。

　

奈
良
時
代
を
通
じ

て

「

天
道
」

概
念
は、

概
し
て

言
へ

ば
天
武

帝
の

詔
に

見
ら

れ

る

様
な
政

治
の

理

想
の

尺
度
と

い

ふ

内
包
が、

何
れ

の

用

例
に

於
い

て

も

比
較

的
緩

や
か

な

形
で

主

要
な
意
味
を
成
し

て

ゐ

た

と

見
る

こ

と

が

で

き

る

だ

ら

う。

字
遣
ひ

の

點
で

は

少
し

ず
れ
る

の

だ
が、

明
ら

か

に

同
じ

意
味
を
含
有
す
る

「

天

心
」

な
る

表
現

が

見
ら

れ

る
の

も
こ

の

時
代
の

こ

と

で

あ

る
。

　

例
へ

ば

養
老

六

年
（
西
暦
七

二

二

年）

七

月
十
九

日

に

元

正

天

皇
が

旱
魃
に

よ

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
ロ
の　

る

不
作
を

憂
慮
さ

れ
て

下
し
給
う
た

勸
農
の

詔
書
は

く

朕
以

庸
虚、

鴻
業
齠
承、

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　

よ

う

き
よ

　

　

　
　
　
　
　
　
　

　

　

　
　つ
　

　

う

　
　
　

　

　

　
　
　
カ

剋
己
自
勉、

未
天
心
達
V
（
朕
庸

虚
を
以
て、

鴻
業
を
詔
ぎ

承
け、

己

に

剋
ち
て

自
ら
勉
む

れ

ど

も、

未
だ
天
心

に

達
せ

ず）

と

書
き
始
め

ら

れ
て

ゐ

る
。

字
義
通

り
天

の

心
に

添
ふ

に

至

つ

て

ゐ

な
い
、

の

意
で

あ
ら
う

。

そ
れ
な
ら

〈
天

道
に

協

ふ

〉

と

い

ふ

の

と
同
じ

発
想
の

所
懐
で

あ
る

。

　

聖
武
天
皇
も
亦、

天
平
感
寶
元
年
（
西
暦
七
四
九

年）

閏

五

月

十
日

の

災
氣
消

除
の

た
め
の

大
赦
の

詔
齬
の

中
で

く
此
者
時
屬
炎
蒸、

寢
膳
乖
豫、

百

寮
惶
灼、

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
え

ん

じ

よ

う

左
右
勤
劬、

欲
今
克
順
天
心、

消
除
爽
気
（
後
略）
V
（
此
ご

ろ

時
炎

蒸
に

屬
し

て・

徴

攤
に

蕀
へ

り・

纂
湧

．

塚
し

て

暮
羝

瞭
す。

A

竟
く
天

心

に

順
ひ

て

照
勲
を

消
除
せ

ん

と

欲
す
）

と

述
べ

給
う
て

ゐ

る
。

こ

の

く

天
心

に

順
ひ

V
も17
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一Eleotronlo 　Llbrary 　



Meisei University

NII-Electronic Library Service

Meisei 　university

明
星
L
へ

学

研
究
紀

要
門
醗

本
文

化

学
部
・
言
語
文

化
学

科】
第

五
号

　一
・
几

九

七
年

〈
天

道
に

協
ふ

〉
と
同
じ
意
味
で

あ
ら

う。

　

そ
の

他
に

〈
天

意
〉
と

い

ふ

字
遣
ひ

の

例
も

あ
り、

「

天
道
」

「

天

心
」

「

天

意
」

い

つ

れ

も、

古
代
の

天
皇
が、

政
治

の

在
り
方
を
律
す
る

理

想
の

尺
度
を、

人
閲

界
を
超
越
し

た

形
而
上

的
な
存
在
に

求
め

て

ゐ

た

こ

と
を
證

す
る

も
の

と

言
へ

よ

う。

（

蕊
）
　

平
安
朝
初
期
の

「

み

こ

と
の

り
」

の

文
脈

　

飛
鳥
時
代・
奈
良
時

代
を
通
じ

て
、

「

天
道
」

は

お
そ

ら
く
は

民
關
入
が

氣
易
く

日

に

す
る

様
な
普
及
せ

る

教
養
概
念
で

は

な

か

つ

た
。

こ

れ

を
〈

あ
め

の

み

ち

〉

と

し

て

意
識
す
る
時
は、

本
朝
の

天
紳
地

紙
か

ら

天

皇
靈
ま

で

を
も
含
め

て

租

靈

信
仰
の

心

理

的
脈
絡
に

於
い

て

斯
く
呼
ば
れ
た

の

で

あ
り、

主
と

し

て

天

孫
の

系

譜
を
意
識
す
る

天
皇、、

乃
至

責
任
あ

る

皇
族
の

爲
政
者
の

み

が

詔
勅
等
の

公
文
書

に

於
い

て

專
ら
用

ゐ

る

こ

と
の

で

き

る

高
度
の

政
治
理

念
だ
つ

た。

「

昊
天
上

帝
」

の

漢
語
的
含
蓄
の

影

響
力
は

あ

ま
り

強

く
な

か

つ

た
。

漢
語
の

字
義
そ

の

ま
ま

に、

即
ち

く
て

ん

だ

う
V
の

音
を
意
識
し

て

筆
に

さ
れ
た

場
合
は

『

老

子
』

等
漢

土

の

文
獻
の

文
脈
に

強
く
依
據
し
て、

換、
言

す
れ

ば

典
據
に

束
縛
さ

れ
て

用
ゐ

ら

れ
る

の

で

あ

り、

儀
禮
的
・
形
式
的
な
修
辭

と

し

て

の

意
味

が

前
面
に

出
て

ゐ

た
。

　

平
安
時
代
に

入
る
と

そ

の

劈
頭、

延
暦
四

年
（
西
暦
七

八

五

年）

十
　

月、

榎

武
天

皇
が

奠
都
し

た

ば

か

り
の

長

岡
京
の

南
郊
交
野

の

柏
原
に

察
壇
を
築
き、

昊

天

上
帝
を
祀
る

全

く
唐
風
の

郊
天

の

儀
を
行
つ．
た

と
い「
ふ

事
實
が

あ
り、

史
書
を

繙

く
者
を
少
し

く

驚
か

せ

る
。

た

だ

此
時
に

祀
ら

れ
た

の

は
昊
天
の

上
帝
で

あ
る

と
同
時
に

桓
武
帝
の

父
の

光
仁
天

皇
が

配
昶
さ

れ

て

ゐ

た

と

い

ふ
。

そ
も
そ
も
光

仁
帝
の

即
位
は

天
武
帝
以
來
聖
武

帝
を
經

て

孝
謙
女
帝
（
重

祚
し

て

稱
徳
女

帝）

の

代
で

斷
絶
し

た

天
武

系
の

皇
統
を
天
智
天

皇
の

系
統
に

復
元
し
た

と

の

意
味
を

有
す
る

こ

と

だ

つ

た

か

ら、

皇
統
の

轉
移
と
い

ふ

點
で
一

種

の

革
命
と

意
識
さ

れ

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

18

る

出
來
事
だ
つ

た

と

も
考
へ

ら

れ
る

。

さ
う
と

す
れ

ば

桓
武
帝
の

行
つ

た

郊
天

の

儀
が

先

帝
光
仁
帝
の

配

祀
を

伴
つ

て

ゐ

た

こ

と

は、

皇
統
の

變
遷
に

つ

い

て

の

正

當
化
の

目

的
を

含
ん

だ

辯
明
で

あ
つ

た

か

も
し

れ

ぬ
。

こ

の

こ

と

は、

漢
土

の

革

命
思

想
が

直
接
的
に

B
本
に

影
響
を
及
ぼ

し、

現

象
化
し

た

最
初

の

事

例
と

し

て

も
興

味
深
い

と
い

へ

よ

う
。

　

た

だ

そ

れ
に

し

て

は、

革
命
思
想
が

平
安
朝
の

學
界
で

公
的
な
検
討
の

課
題

に

上
る

ま

で

に

は

な
ほ

百
年
餘
の

歳
月

を
費
や

し

た

と

い

ふ

事
實
が

少

し

く
不
思

議

で

あ

る
。

そ
の

「

革
命
勘
文
」

の

こ

と

は

後
節
で

述
べ

る
こ

と

に

し

て
、

そ

こ

に

至

る

百

年
餘
の

問、

平
安
時
代
前
期
の

朝
廷
が

政
道
と

天
意
・

天

道
の

相
應
閣
係

を
ど
の

樣
に

認
識
し

て

ゐ

た

か、

そ
の

痕
跡
を
歴
代
詔
勅
を
材
料
と

し

て

些
か

窺

ひ

兄
る
こ

と

を
試
み

て

み

柔

う。

　

嵯
峨
天

皇
は

栢
武
帝
の

第
二

皇
子

で、

在
位
の

極
め

て

短

か

つ

た

（
四
年
間）

兄
の

平
城
天
皇
の

跡
を
襲
ぎ
第
五
十
二

代
天

皇

と

し

て

即
位
し

た。

空
海、

橘
逸

勢
と

共
に

三

筆
と

稱
さ
れ

た

能
書
家
で、

又

御
在
位
の

間
に

『
凌
雲
集
』

『
文
華

秀
麗
集
』

と

い

つ

た

勅
撰
詩
集
を
編
纂
さ
せ

た

文
人

天

皇
で

も
あ

る。

　

弘
仁
九
年
（
西
暦
八
一

八

年∀

八

見
十
五

け

付

で

「

上

野

國
等
の

震
災
水
害
を

　
　
　
　

　

　
　ハ
ぬ

賑
恤
し

給
ふ

の

詔
」

を
下
附

し
て

ゐ

る。

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　
つ

つ
し

　
　
　

　
　
　
　
　
し

た

が

　

〈
朕、

虚
昧
を
以
て、

欽
み

て

寶
鬪
に

若
ひ、

撫
育
の

誠、

武
歩
に

忘
る
・
こ

蠱…
き

も、

王
風

猶
ほ

警、
帝

薬
蕪
郎
ず

・

奮

穿
曙

砦
特

　
　
　
　

　

　
　
　
き

く

な

ら

く

　

に

甚
し

と

爲
す。

如

聞、

上
野
國

等
の

境、

地

震
ひ

て

災
を
爲

し、

水
潦
相

　
か

さ

な

　

仍
り、

人

物
凋
損
せ
n，
と

。

天
道
高
遠、

得
て・
言
ふ

べ

か

ら

ず
と

云

ふ

と

雖

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

か

　
　

　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
れ

い

け

ん

　

も、

固
よ

り
應
に

政

術
虧
く
る

有
り

て、

茲
の

靈

譴
を
致
せ

る

な
る
べ

し。

　

（

後
略）
〉
、

　
亊

」

の

用

例
は

も
ち

ろ

ん

「

て

ん

だ

う
」

と

音

讀
み

に

し
た

も
の

で

あ

ら

う。

國

を

襲
ふ

天

災
は、

朝
廷

の

政
道

に

徳
の

上
で

敏
く

る
所
あ

り

し

が

故

に、
「
天

道

の

N 工工
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與
へ

給
う
た
靈
譴
で

あ
る、

と

の

自
責
の

念
を
帯
び

た

認
識
を
述
べ

て

居
ら

れ

る

の

だ
か

ら、

そ

の

咎
め

は
後
世
「

天
譴」

と
よ
ば

れ
る

把
握
と

全
く
同
じ
も
の

で

あ
る

。

こ

の

詔
の

す
ぐ
後
の

同
年
九
月
十
日

付
の

「
諸
國
を
し

て

金
剛
般
若
波
羅

　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
は

ら

　
　
　
　
　
　
ロヤ

密
經
を
轉
讀
せ

し
め

災
變
を
禳
ふ

の

詔
」

で

は

〈
上

天

の

命
を
受
く
る

者
は、

そ

の

道

愛
民
を
貴
し
と

爲
し、

皇
王
の

位
に

處
る

者
は、

そ

の

功
濟
物
を
先
と

な

す
〉
云
々

と

書
き

始
め

ら

れ

て

ゐ

る
。

こ

れ

を
見
れ
ば、

帝
位
と

は

天
の

命
を
受

け

て
、

そ
の

道
即
ち

「

天

道
」

を
實
踐
す
る
べ

き

職
で

あ

る、

と

の

認
識
が

嵯
峨

天
皇
の

朝
廷
に

は

生

じ

て

ゐ

た、

と

み

る

こ

と

が

で

き
よ
う。

さ

う
と
す
れ

ば、

賀
茂
の

齋
院
の

濫
觴
と

な
つ

た

皇
女
有
智
子

内
親
王
の

樣
な
才
媛
を
擁
し、

既

に

宮
廷
文
學
サ
ロ

ン

を
形
成
す
る

ほ

ど
の

文
事
の

教
養
の

水
準
を
有
し
て

ゐ

た
と

推

測
さ
れ
る

こ

の

帝
の

周
圍
に

は、

漢
風

の

天
命
概
念
を
近
江
朝
以
來
の

傳
統
的
皇

道
理

念
に

結
び

つ

け

て

考
へ

得
る
樣
な
國
風

の

發
想
も
熟
成
し

て

ゐ

た

ー
と、

そ

ん

な
風
に

見
る
こ

と

も
で

き

る

の

で

は

な
か

ら
う
か

。

　

そ

こ

で

嵯
峨
天
皇
の

第
二

皇
子

で

あ
り、

叔
父

に

当
る

淳
和
帝
か

ら
の

譲
位
を

受
け
て

第
五

十

四

代
の

帝
位
に

即

い

た

仁
明

天
皇
は、

元
來
聴
明

で

經
史
の

學
に

深
く
通
じ

て

ゐ

た

と

さ

れ

る

が、

こ

の

帝
に

も、

父
帝
と

似
た

樣
な
状
況
で

似
た

樣
な
發
想
の

詔
の

詞

を
用
ゐ

て

ゐ

る

例
が

あ
る。

即
ち

矯
七

年
（
西
暦
八
四
〇

年）

二

月
二

十
六

日

下
附
の

「

農
耕
を
勸
め

給
ふ

の

勅
」

で

あ

る
。

　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
ヒ

ま

　

　

　

　

　
　

　

　
さ

う

り

ん

　

　

　

　

　
　

　

ま

こ

と

　

く
國
家
の

隆
泰
は、

そ
の

要、

民
を
富
す
に

在
り。

倉
廩
の

充
實
は、

良
に

有

　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　い
た

　

年
に

由
る。
（
中
略
）

災
異
の

臻
る
は、

即

ち
是
れ
天
道

な
り
と
雖
も、

而
も

　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
け
ん

だ

　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
ま

さ

　

庶
民
の

愚

な

る、

恐
ら
く
は

倦
惰
有
ら
む
。

（
中
略
）

勸
課
の

事、

適
に

此
の

　

時
に

在
り。

宜
し
く
五

畿
内
の

諸
國
に

告
げ
て、

戒
む

る

に

農
事
を

以
て

し、

　

時
に

隨
ひ

て

催
勤
し
て、

懈
怠
を
致
す
こ

と
莫
か

ら
し
む

べ

し。
V

　

更
に

そ
の

翌

年
の

三
月
廿

八

日、

肥

後
國
阿

蘇
郡
の

神
靈
の

池
の

水
が

涸
れ
る

　
（

と
い

ふ

現

象
が

時
々

生

じ

て

凶
兆
と

さ

れ
た

ら

し

い
）

の

變
化
に

際
し

て

肚
寺

上

代
文
學
に

見
る

「
天
道」
概

念
の

形
成

小
堀

桂一
郎

に

鷹
を
命
ぜ

し

め

る

詔

麺
下
附
し

て

ゐ

る

が、

そ
の

冒
頭
は

〈
聖
哲

範
を

凝

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
か

う

き

う
か

ん

　

　

の

し、

天
心
に

應
じ

以

て

運
行
し、

昊
穹
鑒
を
演
べ
、

人
事
に

隨

ひ

て

通
感
す
〉
と

筆
を
起
し
て

ゐ

る。

や

は

り、

經
國
の

道
は

天
意
に

則
つ

て

履
み

行
ふ

べ

き
も

の、

と

い

ふ

天

人
合
應
の

理
へ

の

信
奉
を
説
い

て

ゐ

る

わ
け

で

あ
る

。

　

奈
良
時
代
に

も
あ
つ

た
「

天
心
」

の

用

例
は、

こ

れ

よ

り
又

下

つ

て
＝〔

箔
餘
年

後
の

近
衞
天
皇
に

よ

る

「

鳥
刑

法
皇
の

御
惱
に

依
り
大
赦
し

給
ふ

の

詔
」

（
仁
平

三
年
〔

西
暦
一
一

五

三

年
〕

九
月
二

十
三

日
〉

に

も
見
え

て

ゐ

る
。

〈・・
…・
若

し

天

心
の

丹
誠
に

答
ふ

る
あ
ら

ば、

何
ぞ

靈
壽
の

玉
體
に

増
す
な

か

ら

む

や

〉
と
い

ふ

文
脈
で

あ
り、

鳥
朋

法
皇
の

御
病
氣
平
癒
を
所
つ

て

の

大
赦

令
で

あ
る
点
か

ら

も、

こ

の

「
天

心
」

の

含
意
は

明
臼
で

あ
り、

且
つ

わ
か

り

易
い

も
の

で

あ
る．

後
世

に
一

般
的
に

流
布

す
る
「

天
も
照
覧
あ
れ
」

の

天

と

同
樣
と

考
へ

て

よ

い
。

　
一

方
仁
明

帝
に

は

こ

れ
よ
り

前
天
長

十
年
（
西

暦
八

三

三

年）

三

月
二

日

付
で

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　ロ
あり

「

淳
和
天

皇
に

太
上

天
皇
の

尊
號
を
上

り
給
ふ

の

詔
」

が

あ
り、

そ

の

中
に

は、

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
し

ん

じ

つ
か

ん

ね

ん

　

〈
…
…

夫
れ
太
上
の

尊
號
は、

唯
一

時
の

み

に

非

ず。

秦
日

漢
年、

稱
へ

謂

ふ

　

こ

と

齶
し。

朕、
お

騰
撰
に

禮
の

用
爲
る
や、

天
道
に

達
し

人

情
に

順

ふ

所
以
の

　
た

い

ヒ

う

　

大

竇
な

り。
（
後
略
）

〉

と

い

つ

た

用
例
が

見
え
る

。

　
「

禮
」

の

機
能
を
「

天
道
」

に

達
す
る

所
以
と

説
い

た

の

は
「

天

道
」

の

新
し
い

含
意
の

發
生
を
示
唆
す
る

も
の

と

見
て

よ
い

だ

ら

う。

即

ち

こ

の

場
合
の

「

天
道
」

は
經
國
の

政
道
に

対
し

て

の

超
越

的
な

監
覗
者

で

あ
る

の

み

な

ら
ず、

人
倫
の

道

の

至

高
の

基
準
と

い

ふ

性
格
を
も
帯
び

る

に

至

つ

た

わ

け

で

あ
る。

　

仁
明

天

皇
の

第
一

皇
子、

即
位
し

て

文
徳
天

皇
に

も
父
帝
と

よ

く
似
た

も
の

で

あ
る

天
人

合
應
の

思

想
が

見
ら
れ
る

。

例
と

し

て

仁
壽
元
年
（
西
暦
八

五
一

年）

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　ハ
　い

八

月
十
四
日

付
「

水
害
賑
恤
の

詔
」

に

は、

　

〈
験

聞
く、

下
民
を
佐
く
る

者
は

天
な
り。

上

帝
を

相
く
る

者
は

君

な

り
。19
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明
星
大

学
研

究
紀

要
【
目

本
文

化
学

部

二
落

語
文

化
学

科一
第
眉

号

一
九

九
七

年

君、

道
を

黌
ば、

即

ち

天

継

野
さ

い

は

ひ）

を
鯲
ひ・

慧
苦
め

ば

即

　

　
　
　
　

も

　

ち
國
災
を
挺
く

こ

と

あ
り

とロ
（
後
略
∀

V
∴

　

こ

こ

に

夷
L

と
、

上
帝
」

と

が

同
じ

文
脈
で

用
ゐ

ら

れ

て

ゐ

る

こ

と

が

面
自

い
。

入
浅

の

幅
耐
を
配

慮
す
る

最
高
の

攝
理

は

畢
党

「

天
」

で

あ
り、

こ

れ
を
擬

人

的
に

捉
へ

る
な
ら

ば

「

土

帝
」

で

あ
り、

地

上
の

國
家
の

君
主
と

は

そ
の

上
帝

を

輔
佐
す
る

役
割
を
務
め

る

者、

と

の

明
晰
な
連
關
が

み

と

め

ら

れ
て

ゐ

る

か

ら

で

あ
る

。

文
徳
帝
の

朝
廷
に

は

こ

の

方
面
で

の

學
識
を
積
ん

だ

廷

臣
が

ゐ

て

詔
書

の

起
案
に

當
つ

て

ゐ

た

の

だ
ら

う
。

こ

れ

に

よ
り
二

年
後
の

仁
壽
三

年
四

月一
…
十

六

冒

付
「

疱
瘡
流
行
に

依
り

恩

赦

賑

慵
し

給
ふ

の

沼
量
に

は、

　

〈
…

…

月
令
に、

春
夏
寛
大
の

令
を
下

し、

徳
化
の

政

を
頒
ち

て
、

以
て

天

帝

　

に

順
ひ

以

て

災
變
を
救
ふ

と。
（
後
略）

〉

と

の

「

天

帝
」

を
用
ゐ

た
】

節
が

見
え

て

ゐ

る。
「

月

令
」

は

『

就
記
』
「

月

令

篇
」

を
指
す
は

ず
で

あ
る

か

ら、

こ

の

詔
書
の

示
す
天

人
合
應
の

思

想
も、

帝
の

父
の

仁
明

帝
の

場
合
と

同
じ
く
漢
土

の

學
問
的
典
據
に

基
く
も
の

で

あ
つ

た
。

　

こ

の

翌
年
に

は

祚
瑞
改
元
の

事
が

起

つ

た
。

石
見
の

闘
に

醴
泉
が

湧
出
し

た
故

鴫

」

あ
る

磁
ち

仁

壽
四

年
を
改

め

て

腐
諱
〜

子
る

の

だ

が、

そ
の

、

齋

酸

元

の

詔
L

に、

　

　
　
　
　
　

〈
朕
の

不

徳
な
る、

讓
め

て

恰
ま
ず
と

雖
も、

然
も
天
意
は

日
の

若
く、

兆

入
を
し

て

之
に

頼
ら

し

む

（
後
略）
〉
と

の
一

節
が

あ

り、

鮮
瑞
の

發

現
は

即

ち

天

意
の、
小

す
所
と

看
る

喜
び

の

情
が

控
へ

め

に

述
べ

ら

れ

て

ゐ

る
。

薩

接
「

天

道
」

の

語
は

使
は

れ

て

ゐ

な
い

が、

皇
位
の

上

に

在
り

て

政
道

を
照
覧
し

給
ふ

「

天
」

の

思
想
は、

奈
良
朝
か

ら

平
安
朝
初
期
の

朝
廷
に

於
い

て

貫
流
し

て

ゐ

る

傳
統
で

あ
っ

た。

　

平
安
朝
初
期
に

於
け
る

最
後
の

用
例
は、

宇
多
天

皇
の

仁
和
四

年
（
西

暦
八
八

八

年
）

五

月
二

＋
四
B
付゚

．

災
害
地
の

租
調
を
免
じ

倉
を
開
い

て

窮
民

を
賑
險
し

　

　
　
　　
のひ
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

ゆ

給
ふ

の

詔
L

に

見
え

て

ゐ

る
。
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つ

つ

し

　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

つ
つ

し

　

△
…

…

伏

し
て

惟
み

る

に、

先

帝
陛
下、

　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　

　
　
　
　

敬

み

て

人
時
を
授
け、

欽

み

て

天

道

　
　
し

た

が

　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
た

が

　

に

若
ひ、

五
紀
の

宜
を
修
め
、．

六

官
の

化
を
考
へ

て、

將
に

陰
陽
爽
ふ

こ

と

無

　

く
も

て、

災
變
生
ぜ

ず、
（
後
略）
▽

　

こ

の

節
に

謂
ふ

先
帝
陛
下

と

は

光
孝
天

皇
で

あ
る

。

仁
明

天

皐
の

第
三
皇
子
だ

つ

た

が

皇
位
繼
承
候
補
の

線
か

ら
は
外
れ

て

窮
迫
し

た

生

活
を
送

つ

て

ゐ

た。

そ

れ

が

照

宣
公

藤
原
基
經
に

見
込

ま
れ
て

陽
成
帝
を
廢
し

た

上
で

擁
立

さ
れ

る

に

至

つ

た

際
の

播
話
は

『

占
事
談
』

や
「

大
鏡』

に

見

え

て

ゐ

る
。

そ

の

様
な

事
構
も

あ
つ

て

御
在
位
の

間
愼
重

に

し
て

且

つ

謙
抑
の

御
振
舞
が

多
か

つ

た

ら

し

い
。

そ

れ

が

第
七

皇
子
の

宇
多
天

皇
か

ち
鑓

て

の

か

う
し
た

頌

徳
の

言
を
王
ら

し

め

た

の

で

あ
ら
う。

宇
多
天
皇
自
身、

後
に

醍
醐
天

皇
（
第
｝

皇
子）

に

讓
位
す
る

に

際

し
て

高
名
な
「

寛
平
御
遺
誠
」

を
裁
し

て

與
へ

ら

れ、

又

そ
の

御
寵
愛
が

裏
目

に

出
る

ほ

ど

に

碩
學
菅
原
道
眞
を
重
用
し

た

こ

と

で

知

ら

れ
る、

謂

は

ば

名
君

型
の

天
皇
だ

つ

た。

そ
の

宇
多
帝
か

ら

見

て

父
の

光
孝
帝
の

政

道

は

「
天

道
」

に

從
つ

た

も
の

で

あ
り、

も
と

も
と

短
い

在
位
期

問

で

は

あ
つ

た

が

天
下

は

泰
平
に

治

る

と

映
じ

た
。

と

こ

ろ

が

先

帝
の

崩
御
に

よ
り

宇

多
天

皇
が

踐
祚
さ

れ

る

直
前
に

な

つ

て

地

震
が

起
り、

又

大
風

洪
水
の

災
害
が

發
生

し

た

の

は

運

命
の

皮
肉
で

あ

る
。

加
へ

て、

即
位
満
…

年
に

な
ち
ぬ

こ

の

仁
和
四
年
の

五

月

に

も
信
濃
國

で

地

崩
れ

に

よ

る

山
津
波
が

起
り

被
害
は

甚
大
だ
つ

た

ら

し

い
。

そ
こ

に、

先

帝
は

あ

の

樣
に

誕

慎
に

「

天

道
」

に

協
ふ

治
政
を
施
さ

れ
て

ゐ

た

の

に

ー
と
い

ふ

歎
き

も
生
じ
る

。

砠
父
に

當
る

仁
明

天

皇
の

諮
書
で、

〈
災
異
の

臻

る

は

即

ち

是
天

道
〉
の

爲
せ

る

と

こ

ろ、

人

力
を
以

て

し
て

は

如

何
と

も
爲

難
い
、

と
い

ふ

諦
觀

の

色
彩
が

兄
え
て

ゐ

た

の

と

は

少
し

く
色
会
ひ

の

違
ふ

と

こ

ろ

が

面
白
い

。

（

四
）
　
「
革
命
勘
文
」

を

め

ぐ
つ

て

単
、

安
時
代
の

中
期
に、

天
道

概
念
の

内
包
に

重
要
な
一

項
を
追
加
し、

こ

の

概
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念
の

機
能
を

更
に
一

目
盛
擴
充
す
る

樣
な
文

獻
が

見
出

さ
れ

る
。

追
加
さ
れ
た

内

包
と

は、

謂

つ

て

み

れ

ば
先
述
し

た
暦
學
的
な
脈
絡
で

あ
り、

そ

れ

に

よ

つ

て

天

道
は

そ
れ
ま

で

の

主
と

し
て

天
皇
の

詔
勅
に

用

ゐ

ら

れ

る

爲
政

者
の

詞
と

い

ふ

高

み

か

ら

民
間
の

知
識
人
も
用

ゐ

る

こ

と

が

可

能
な
一

般
的
文
脈

の

中
へ

降
り

て

き

た

の

だ

と、

假
説
的
に

は

言
へ

さ

う
で

あ
る

。

　
こ

の

傾
向
が

平
安
中
期
に

至

つ

て

初
め

て

生
じ
た

こ

と

な

の

か

ど

う
か

は

詳
ら

か

で

な
い
。

さ

き
に

も
引
い

た

通

り、

既
に

奈
良
時
代
末
期
に

吉

備
眞
備
（
寶
亀

　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
バ
リ　

六

年
〔
西
暦
七
七
五

年
〕

歿）

が

そ
の

家
訓
集
た

る
『

私
教
類
聚
』

の

中
で
、

〈
又

日、

算
術
亦
是
六
藝
要
事、

自
古
儒
士、

論
天
道

定
律
暦
者、

皆
學
通
之
V

（
又

曰
く、

算
術
は

亦
是
れ
六
藝
の

要
事
な

り、

古
よ

り

儒
士

の

天

道
を

論
じ、

律
暦
を
定
む

る
者
は

皆
學
び

て

之
に

通
ず）

と

言
つ

て

ゐ

る

か

ら
で

あ
る

。

即
ち

こ

の

時
代
に

算
術
を
學
ん

で

暦
の

編

纂
に

從
事
す
る
天
文

博
士

達
に

と

つ

て

は、

天

道
を
考
察
す
る

こ

と

は

己

の

専
門
學
の

領
域

内
で

の

論
題
で

あ
り、

別
段
高
度

の

國
政
の

次
元
の

公

事
に

對
し
て

口

出
し
を
す
る

こ

と

で

は

な
か

つ

た
。

そ

の

暦

　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　ヘ
ハい

學
的
脈
絡
で

の

最
初
の

文
例
は
三
善
清
行
の

「

革
命
勘
文
」

で

あ
り、

以

後
「

革

　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
か

ん

が
へ

ぶ

み

令
勘
文
」

を
含
め

て

こ

の

種
の

勘

文
は、

主

と

し

て

改
元

の

沙
汰
が

生

じ
た

際

の

考
證
資
料
と
し

て

幾
種
類
か

が

作
ら
れ
た

樣
で

あ
る
。

　

代
表
的
「

革
命
勘
文
」

は、

昌
泰
四

年
（
西
暦
九
〇
一

年）

文
章
博
士

三

善
清

行
が

前
年
か

ら
考
證
し
て

ゐ

た
「

辛
酉
革
命
説
」

を
論
文
に

ま

と

め
、

そ
の

年
が

辛
酉
の

年
に

當
る

故

に

改
元
す
べ

き

こ

と

を
朝
廷

に

上
申
し

た

も
の

で、

こ

れ
が

容
れ

ら
れ
た

結
果、

七

月
十
五
日

に

延
喜
元
年
へ

の

改
元
が

實
現
し

た

と

い

ふ

因

縁
を
有
す
る

文
書
で

あ
る。

　

そ
れ
は
〈
文

章
博
士
三

善
宿
禰

清
行
謹
言
／
請
改
元
應
天

道
之

状
（
改
元
し
て

天

道
に

應
ぜ

ん

こ

と

を
請
ふ

の

状）

／
合
證
據
四
條
〉
と

題

さ

れ

た

も
の

で、

即

ち

有
名
な
延
喜
と

い

ふ

元

號
へ

の

改
元
が

民
間
か

ら
學
問
的
根
據
を

付
し

て

上
申

上

代

文
學
に

見
る

「
大

道」
慨
念
の

形
成

小
堀

桂．
郎

さ
れ
た

結
果
生

じ

た

も
の

だ

つ

た
と

い

ふ

興

味
あ

る

事
實
の

證
言
と

な

つ

て

ゐ

る。

題
に

云
ふ

四

條
の

證
據
の

第
一

は

く
今
年
當
大
變
革
命
年
事
V
と
い

ふ

簡
単

な
命
題
だ

が、

こ

れ
に

甚
だ
長

文
の

注

釋
文
獻
の

引
用

と、

途
中
何
箇
所
か

に

〈
謹
案
〉
で

書
き
起
し

た
清
行
自
身
の

注

疏
が

插
入

さ

れ

る
。

　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
と

ほ

　
引
用

さ

れ
る

古
書
の

注

は、
『
易
經
』

の

緯
書
の

鄭
玄
注
に

謂

ふ

〈

天

道
不

か

ら

ず
　

　
　

　
に

し

て

か

へ

る

遠、

三
五

而

反

〉、

『
春
秋
』

の

緯
書
に

見

え

る

全
く
同
文

の

注、

『

詩
經
』

の

緯
書
の

宋
均
注
に

謂
ふ

〈

天

道
卅
六

歳
而
周

也
V
で

あ
る

が、

清
行

の

A
謹
み

て

案
ず
る

に

〉
に

よ
れ
ば、

易
緯
の

説
の

方
を
採
る
べ

き
で

あ
る

と

い

ふ
。

そ
の

根

據
は

く
然
而
本
朝
自
碑
武
天

皇
以

來
。

皆
以

辛
酉

爲
一

蔀
大
變
首

。

此
事
在
文

書

未
出
之
前。

天
道
榊
事
自
然
符
契
V
（
然
れ

ど

も
本
朝
は

祚
武

天

皇
よ
り
以
來、

　
　

　
　
　
　
　

　
　
　

は

じ

め

皆
辛
酉

を
以
て
一

蔀
大
變
の

首
と

な
せ

り。

こ

の

事
は
文
書
の

未
だ

出
で

ざ
る

の

前
に

あ
り、

天
道
祚
事
自
然
の

符
契
な
り）

と

い

ふ

こ

と

だ
つ

た
。

興
味
を
惹
く

字
旬
は

〈
天

道
紳
事、

自

然
符
契
〉
で

あ

つ

て、

『

易
經
』

及

び

『

春
秋
』

の

緯

書
に

謂
ふ、

三

王

（
夏
・

殷
・

周）

の

正

と

五

行
（

木
火
土

金

水）

の

徳
が

組
み

合
さ

つ

て

循
環
し、

窮
ま
れ

ば

本
に

復
す
る

の

が

「

天
道
」

で、

そ
の

循
環

の

開

始
は

騨
武
天
皇
が

大
和
の

橿
原
の

宮
に

即
位
さ
れ

た

辛
酉
の

春
正

月
を
以
て

日

本

紀
元
が

始
ま
つ

た

と

さ

れ

る

「

紳
事
」

と

自
然
に

符
節
が

合
つ

て

ゐ

る、

と
い

ふ

思

想
で

あ
る。

こ

の

考
證

の

當
否
を
論
ず
る

知
識
は

筆
者
に

皆
無
で

あ
る

し、

又

そ

の

必

要
も
な
い

。

面
白
い

の

は

考
證
の

當
否
で

は

な
く
て

清
行
が

漢
土
の

「

天

道
」

と

本
朝
の

「

碑
事
」

と

の

間
に

自
然
の

「

符
契
」

を
看

て

取

ら
う
と

し

た
そ

の

認
識
意
志
自
体
で

あ
つ

て
、

こ

の

場
合
言
ふ

ま
で

も
な
く

「

天
道
」

は

我
が

朝

の

「

紳
事
」

を
正

統
化
し

合
理

化
す
る

理

論
的
根
據
と

し
て

援
用
さ
れ

て

ゐ

る

形

で

あ
る

。

　
「

天
道
」

と

「

紳
事
」

の

符
契、

言
ひ

換
れ

ば
漢
土

の

讖
緯
の

學
を
普
遍
的
な

暦
の

規
準
と

し、

本
朝
の

皇
暦
の

推
移
が

そ
れ

に

符
合
す
る

と

の

考
察
は、

〈
謹21
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明
星

大
学

研
究
紀

要
【
口

本
文

化
学
部
・
討
語

文
化

学
科］
第

E
写

　一
九

九

七
行

案
∀

の

最
後
の

節
で、

天
智
天
皇
即

位
の

辛
酉

（

西
暦
六

六
一

年、

實
際
は

皇
太

チ
の

ま
ま

政

を
執
る

「

稱
制
」

と
い

ふ

形

だ
つ

た

が）

か

ら

昌
泰
三

年
の

庚
申
ま

で

丁

度
四
六

相
乘
ず
る

の

二

百
四

卜
年
で

あ
り、

故
に

本
年
昌
泰
四

年
辛
酉
が

改

元
す
べ

き

の

年
に

當
る

と

い

ふ

主
張
に

論
理

的
に

歸
結
す
る

樣
に、

順

を
追
う
て

展

開

す
る

。

そ

し

て

後
に

纜
く
三

箇
條
を
示
唆
し

つ

つ
、

八
清

行

去
年
以

來、

陳

明

年
當
革
命
之
年。

至

于
今
年
徴
驗
已

發。

初
有
知
天

道

有
信。

聖

運

有
期
而

己

▽
（
清
行、

去

年
以
來、

明

年
は

革
命
の

年
に

當
る

と

陳
ぷ

。

今
年
に

至
り

て

徴
驗
已

に

發
す

。

初
め

て

天

道
の

信
有
り、

聖
運
の

期
有
る
を

知
る
有
る

の

み
）

と、

己

の

學
問
的
主
張
に

十
分
の

自
信
の

ほ

ど
を

示
す。

こ

の

あ
た

9、

漢
土

の

大

道
概
念
が

「
普
遍
性
」

へ

の

信
奉
を
挺
子
と

し

て

我
國
の

紳
事
傳
統
に

同
化
さ

れ

て

ゆ

く
過
稈

の

現
場
を
眼
の

邊
り

に

見

る

如
く

で

面
白
い

。

　

満
行
は

改
元

申
講
の

「

證
據
四

條
」

の

第
二

と

第
三
と

し

て

昌
泰
三

隼
秋
の

彗

星、

岡
じ
時
期

の

老
人
星
の

出

現
（

「

晋
書
」

の

「

天

文

志
」

を
八
案
じ

て

V
言

つ

て

ゐ

る

の

で、

我

が

國
で

人

の

肉
眼
が

そ

れ

を
見

た

と
い

ふ

わ
け
で

は

あ
る

ま

い
V

を
擧
げ、

第
四

に

は、

藤
原
仲
麿
（
恵
美
押
勝）

の

亂
の

平
定
が

稱
徳
天

皇

に

よ
る

天

平
寶
字
か

ら

天
平
紳
護
へ

の

改
元

の

根
據
と

な
つ

た

前
例
を
擧
げ
る。

こ

れ
は

當
年
昌
泰
四

年
一

月、

冶
大
臣

菅
原
道

輿
が

讒
言
に

よ
つ

て

大
宰
權
帥
に

左
遷
さ

れ

た

事
件
と

の

暗
合
を
示
唆
す
る

も

の

で、

謂

は
ば

自
己

の

政
治
的
行
動

の

正

當
化
の

意

鬮
が

そ

こ

に

綯
ひ

込

ま
れ

て

ゐ

る。

甚
だ
感
心

で

き
な
い

術
策
だ

が、

と

に

か

く
清
行
の

作
文
に

當
つ

て

み

る

と、

　
〈
謹

案
國
史。

高
野

天

皇
天

平
寶
字
九

年
誅
逆
臣
藤
原
仲
麿

。

即

改、
兀

爲
天

平

　
紳
護。

然
則
非
唯
天

道
之
符
運

。

又

有
先

代
之
恒
典
也。

當
今
之
事。

豊
不

仍

　
舊
貫
乎
V
｛
謹

み

て

國
史
を

案
ず
る

に、

高
野
天

皇
（
稱
徳
帝
を
指
す
V

の

天

　
平
賓
字
九

年、

逆
臣
藤
原
仲
麿
を
誅
し、

即
ち

改
元
し

て

大

平
紳
護
と

爲
す。

　
然
ら
ば

則
ち
唯
に

天

道
の

符
運
の

み

に

非
ず、

又

先
代
の

恒
典
あ

る

な
り、

當

　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　

22

　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
よ

　

今
の

事、
…
豆、

舊
貫
に

仍
ら

ざ

ら

ん

や。
）

と
い

ふ

の

で

あ

り、

つ

ま
り

は

改
元

申
講
正

當
化
の

證
據
の
…

を
述
べ

て

ゐ

る

ま

で

な
の

だ

が、

こ

の

行
文
の

裏
に

は、

本
朝
の

舊
償
を
守
る

こ

と

は

〈

天

道
の

符

運
〉
が

有
す
る

國
際
的
普
遍
性
へ

の

隨
順
で

あ
り、

故
に

先
例
は

遒

奉
し

て

然
る

可
き
も

の

だ、

と

の

意
味
が

生
じ

て

き
て

ゐ

る。

　

「

革
命
勘
文
」

全

文
の

締
括
り

は

以
下
の

如
き

定
言
じ

み

た

命
題
を
以

て

書
き

起
す

。

才
人

清
行
の

文
藻
の

面
目
躍
如

た

る

と

こ

ろ

か
。

　

〈
臣

伏
以

。

聖
人
與
二

儀
合
其
徳。

興

五

行
同
其
序

。

故
天

道

不
疾

而
速。

聖

　

人

雖
靜
而

不

後
之

。

天

道
不
遠
而
反

。

聖
人

雖
動
不

先

之。

况

君
之

得
臣。

臣

　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
お

も

ん

　

之

遇

君。

皆
是
天

授
。

曾
非
人

事
（
後
略）
〉

（
臣
伏
し

て

以

み

る

に
、

聖
人

　

は

二

儀
と

そ

の

徳
を
合
し、

五
行
と

そ

の

序
を
同
じ

く
す。

故
に

天

道

は

疾

か

　

ら

ず
し

て

速
し、

聖
入

は

靜
な
り

と

雖
も
之

に

後
れ

ず。

天

道
は

遠
か

ら

ず
し

　

て

反
る

。

聖
人

は

動
な

り

と

雖
も
之
に

先

ん

ぜ

ず。

况

ん

や

君
の

臣

を
得、

臣

　

の

君
に

遇
ふ

は、

皆
こ

れ

天

授
に

し
て

曾
て

入

事
に

非
ず。
・
…

↓

　

文
才
の

漂
目
と

は

謡
ふ

が

も
ち

ろ

ん

こ

れ
は

文

辭
の

悉
く
が

清

行
の

獨
創
と
い

　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　し

ふ

わ

け
で

は

な

い
。

注
は

「

易
經
」

の

コ

乾
卦
文
言
」

の

次
の
一

節
を
そ
の

下

敷

で

あ
ら

う

と

指
摘
し
て

ゐ

る。

　

八
夫
大
人

者、

輿
天

地

合
其
徳、

與
日

月
合

其
明、

與

四

時
合
其

序、

與
鬼
紳

　

合
其

吉
凶

。

先
天
而
天

弗
違、

後
天

而

奉
大

時。

天

且

弗
違、

礪

况
於

八

乎、

　

况
於
鬼
榊

乎
▽

　

〔
そ

れ

大
人
は、

天

地
と

其
の

徳
を
合
せ、

目

月

と

其
の

明
を

合
せ
、

四

時
と

　

其
の

序
を
合
せ、

鬼
紳
と

其
の

吉
凶

を
合
す。

天
に

先
立

ち

て

大

に

違

は

ず、

　

天

に

後
れ

て

天

の

時
を
奉
ず

。

天
す
ら

且
つ

（

こ

れ

に
）

違
は

ず
。

し

か

る

を

　

况

ん

や

入

に

於
い

て

を
や

。

况

ん

や
鬼
棘
に

於
い

て

を

や。
）

　

満
行
が

「

攣
人
」

は

二

儀
・

五

行
と

徳
・

行
動
に

於
い

て

合
致

す
る、

と

述
べ

N 工工
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た

の

は、

な

る

ほ

ど

「

易
」

の

文
言
傳
に、
「

大
人
」

が

天
地
・

日

月
・

四
時
・

鬼

紳
と、

そ
の

徳
・

明

知
・

行
動
等
に

於
い

て

合
致

す
る

と

説
い

て

ゐ

る
發
想
を
踏

襲
し

た

も
の

で

あ
ら

う。

こ

れ

も
亦

「

天

人
合
應
」

の

思

想
を
履
ん

で

ゐ

る

の

だ

か

ら、

平
安
朝
知
識
人
の

清
行
に

と

つ

て

珍
し

い

も
の

で

は

な
く、

謂
は

ば

使
ひ

馴
れ
た

道
具
の

如
き
も
の

で

あ
る

。

易
に

謂
ふ

〈
天
且
弗
違
〉
は

動
詞
〈
違
〉
の

あ
と

に、

〈
天

に

先
立
ち
て

し

か

も
天
に

違
ふ

こ

と

な
き

大
人
〉

が

く
る

と

見
て

よ
い

の

で

あ
ら

う
か

ら、

大
人

（

聖
人）

が

天
の

法
鋼
に

遵

ふ

と

き

は

天
の

方
で

も
亦
大
人
に

合
せ

て

運
行
す
る、

と

い

ふ

論
理

に

な

る
。

「

天
人
合
應
」

の

極
致

と

い

ふ

べ

き
だ

が

人
間
の

側
か

ら

す
れ

ば

所
詮
天
に

順
つ

て

ゐ

れ

ば

よ
い
．

　
こ

れ

を
踏
ま
へ

て

清
行
が

綴
る

「

天
道
」

と

「

聖
人
」

の

照
應
を
斷
じ

た

對
句

に

は、

何
か

「

均
衡
の

重

心
と

し

て

の

天
道
」

と

い

つ

た

性
格
が

表
現
さ

れ

て

ゐ

る
こ

と

が

看
て

取

れ
る

。

と

す
れ

ば
天
道

の

公
平
さ
に

人
間
は
無
限
の

信
頼
を
置

い

て

よ
ろ

し

く、

君
臣
の

間
柄、

と

い

ふ

よ

り
も
「

得
」

「

遭
」

の

字
義
か

ら

見

て

そ
の

遭
遇
の

縁
も
つ

ま

り

は

天
の

授
け
る

と

こ

ろ、

人
間
の

才
覺
で

は

ど

う
に

も
な
ら

ぬ、

と

の

認
識
に

通

じ

て

ゆ
く

。

清
行
の

才
人

た

る、

こ

の

論

法
を

以

て、

つ

ま
り

は、

臣
清
行
の

上

申
す
る
と

こ

ろ
を
信
じ
て

聽
許
せ

ら

れ
た

ま
へ

l

l
と
の

言

分
に

歸
結
す
る

の

だ

か

ら
そ
の

自
信
た

る

や
實
に

端
倪
す
べ

か

ら

ざ
る

も
の

が

あ
る

と

言
ふ

べ

き
だ

が、

我
々

に

と

つ

て

面
白
い

の

は、

易
の

「

天
」

が、

こ

こ

に

來
て

清
行
の

筆
を
通
し
て

「

天

道
」

と
熟
し、

以
て

や

が

て

日

本
人

の

愛
用
語
に

な

つ

て

行
つ

た
の

で

は

な
い

か

と

い

ふ

氣
配
が

感
じ

ら

れ
る

と

こ

ろ

だ
。

　

三

善
清
行
の

「

革
命
勘
文
」

は

畢
竟
改
元

上
申
の

根
據
を
逋
べ

た

文
書
だ

が、

同
じ

目
的
に

「

甲
子

革
令
」

の

説
も
亦
用
ゐ

ら
れ

た。

そ
れ

が

「

革
令
勘
文
」

だ

が、

そ
の

様
式
は

清
行
の

創
造
し

た

型
に

則
つ

て

書
か

れ
た

と
見
ら

れ
る。

代
表

例
と

し
て

應
和
四
年
（
西
暦
九
六

四

年
V

甲
子
に

改
元
あ
る

べ

き
こ

と
を
上

申
し

上

代
文

學
に

見
る

「
天
道」
概
念
の

形
成

小

堀
桂
一
郎

　
　
　
　
　
　
　

　
　
ハ
　へ

た
「

應
和
四

年
革
令
勘
文
」

が

あ
る

。

「

謹
奏
」

と

署
し

た

筆
者
が

主

計
助
兼
算

博
士

の

肩
書
を
持
つ

大
藏
宿
彌
具
傅
と

主
計
頭
兼
算
博
士

の

肩
書
な
る

小

槻
宿
彌

糸
平、

こ

れ
に

「

謹
案
」

と

の

参
考
意
見
を
付
し
て

ゐ

る
の

が

主
計
權
助

天

文

博

士
賀
茂
朝
臣
保
憲
で

あ
る。

文
書
の

標
題
は

〈
勘
申
來
應
和

四
年
甲
子

當
革
令
運

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
か

ん

じ

ん

數
事
〉
（
來
る

應
和
四
年
甲
子
は
革
令
の

運
數
に

當
る

事
を

勘
申
す
）

で

あ
り、

本
文
冒
頭
は

〈
一
　

革
令
／
易
説
云

。

辛
酉
爲
革
命

。

甲
子

爲
革
令

。

鄭
玄
日

。

天
道
不

遠。

三

五
而
反

。

…

…

〉
と

「

易
緯
」

の

鄭
注

を
引
い

て

書
き
起

さ

れ

る

点
「

革
命
勘
文
」

と

同
じ
で

あ

る。

　
こ

の

文
書
の

中
の

最
も
興
味
深
い

部
分
は

賀
茂
保

憲
が

付

け

た

後
注

で

あ

る

が、

そ

れ
は

以
下
の

如
き
も
の

で

あ
る

。

　
〈
右

伏
案
事
情。

聖
人

者
與

天
地

合
其
徳。

與

四
時
合
其
序。

先

天

而

天

弗

　
違

。

後
天

而

奉
天
時
者
也

。

故
推
其

際
會。

以

立

政
令

。

若
不

然
則

災
異
自

　
臻

。

遠
考
之

唐
家。

近
取
諸
我
朝。

禍
幅
之

機
照
然
可

見
。

方
今
明

年
癸
亥
者

　
十
周
之
終
年。

大
剛
之
運
數
也。

其
明

後
年
甲
子
者
亦
上

元
之

初
年

。

革
令
之

　
期
數
也。

夫
大
剛
者
希
有
之

運。

大
變
之
期
也。

當
朝
神
武
天
皇
以
降
未
有
此

　
會

。

至
明

年
始
有
之

。

彼
革
令
猶
有
徴
驗

。

何
况
於
天

道
之
大
變
乎。

當
于

斯

　
時

。

順
天
而
施
令。

乘
時
以

立

徳。

則
天

下
大
平

。

聖

科
彌
隆

。

愚
管
所
及。

　
勘
申
如
件。

　
　
應
和
二

年
十
二

月
廿

二

日

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

従
五

位
下

行
主
計

權
助
天

文
博
士

賀
茂
朝
臣
保
憲

　
（
右、

伏
し

て

事
情
を
案
ず
る
に、

聖
人
は

天

地
と

其
の

徳
を
合
せ、

四

時
と

　
其
の

序
を
合
せ
、

天
に

先
ん

じ
て

天
に

違
は

ず、

天
に

後
れ

て

天
の

時
を
奉
ず

　
る

も
の

な
り。

故
に

其
の

際
會
を
推
し
て

以

て

政
令
を

立

つ
。

若
し
然
ら

ざ

れ

　
ば

即

ち
災
異
自
つ

か

ら
臻
る

。

遠
く
之
を
唐
家
に

考
へ

、

近

く
此
を
我
朝
に

取

　
る

に、

禍

幅
の

機、

照

然
と

し
て

見
る

可

し
。

方

今、

明

年
癸
亥
（
應
和
三23

N 工工
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明

星
大

学
研
究

紀
要
門
口

本

文
化

学
部
・
葺
語
文

化
学

量

第
⊥

号

一
几

几

七

年

　

年）

は

十
周
の

終
年．

大
剛
の

運
數
な
り．

其
の

明

後
年
甲
子
は

ま

た

ヒ
元

の

　

初
年、

革
令
の

期
數
な
り。

そ
れ
大

剛
は
希
有
の

運、

大
變
の

期
な

り
。

當
朝

　

紳
武

大

呈
以
降
未
だ

此
の

會
有
ら
ず

。

剛
年
に

至
り

始
め

て

之

有
り。

彼
の

革

　
　
な

ほ

　

令
猶
徴
驗
有
り。

何

ぞ
滉
ん

や
天
道
の

大

變
に

於
い

て

を
や。

斯
の

時
に

當

　

り、

天
に

順
ひ

て

令
を
施
し、

時
に

乗
り
て

以

て

徳
を

立
つ

れ

ば、

即

ち
犬
下

　
　
　
　
　

　
い

よ

い

よ

さ

か

ん

　

泰
平、

聖

化

彌

隆

な
ら
ん

。

愚

管
の

及
ぶ

所、

勘
へ

申

す
こ

と

件
の

如

　

し
。

）

　
ラ
〕
こ

で

も
「

易
」

の

乾
卦
文
言
を
引
い

て

語

る

こ

と

「

革
命
勘
文
」

と

同
樣
で

あ
り．

〈
遠
考
之
庸
家、

近

取

諸
我
朝
〉

と

て、

唐
土

の

制
の

普
遍
性
を
前
提
と

し

て

此
に

我

朝
の

事
歴
を
重
ね
合
せ

る

こ

と

に

よ

り、

以
て

正
當
化
を
圖
る

と

い

つ

た

志
向
が

看
て

取

れ

る

と

こ

ろ

も
前
例
と

よ
く
似
て

ゐ

る
。

故
に

本
朝
の．
兀

號

も

彼
の

土

の

學
の

理

に

則
つ

て

天

道
の

大

變
に

應
じ、

革
令
の

機
を
窺
つ

て

あ
ら

た

め

て

ゆ

か

ね

ば

な
ら
な
い
。

や

は

り

「
天

人
合
應
」

の

思

想
を
奉
じ
て

ゐ

る

の

だ

が、

そ

の

「

天
」

は

こ

れ
を
麿

學
L
の

理

念
と

見

る
時
至

つ

て

理

解
し

易
く
扱

ひ

易
い

。

そ
れ

を
「

天
道
」

と

呼
べ

ば

「
佛
法
・

紳
道
」

の

類
推
に

よ
つ

て

更
に

よ

ほ

ど

近
し

く
國
風
傳
統
の

文
脈
に

入

つ

て

く
る。

そ
ん

な
心

的
過

程
が

此

處
に

窺
へ

る

樣
に

思

ふ

の

で

あ
る
。

　
三

善
清
行
は

文

章
博
十

だ

が、

「

革
令
勘
文
」

の

筆
者
達
は
算
博
士

だ

つ

た

り

大

文
博
士

だ

つ

た
り
し

た．

こ

の

學
者
達
の

天

道
觀
に

は、

近
代
人
が

自
然
科
學

に

對
し
て

向
け
て

ゐ

た

信
韻
の

感

情
と

似
た

も
の
、

或

い

は

少

し

く
誇
張
し

た

類

比
に

な
る

か

も
し
れ

な
い

が、

西
洋
中
世
の

修
道
院
の

修
道
士

達
が

ス

コ

ラ

神
學

の

普
遍
的
眞
理

性
に

對

す
る

の

と

似
た

樣
な

信
奉
が

組
み

込
ま

れ

て

ゐ

た

の

で

は

な

か

ら

う
か

。

言
ひ

換
れ
ば

豫
定
調
和
説
に

お

け
る
調
和
の

最
高
原
因
と

し
て

の

超
越

者
の

意
志
へ

の

信

頼
で

あ
る。

さ
き

に

「

革
命
勘
文
」

は

く

天

道

不
疾

而

速、

：

：

：

天

道
不
遠
而

反、

…

…
∀
に．
均
衡
の

重
心
と

し
て

の

天

道
と

い

ふ

把
握

24

か

看
て

取
れ

る、

と

注
し

た

の

も
そ

こ

に

係
る。

　

と
．
」

う

が

こ

の

樣
な
天

道

信
奉
の

博
士
達
に

反
し

て、

天

道
の

均
衡
安

定
性
に

疑
惑
を
投
げ

か

け、

そ

の

不

公
平
に

恨
み

を
懐

く

と
い

ふ

心

情
も
亦、

こ

の

時
代

に

確
か

に

存

し
た．．

そ
し

て

そ
れ

が

三
善
清
行

が

冷
酷

に

も
く
至

于

今
年
徴
驗
巳

發
V
の

表
現

を
以

て

暗
示

し

て

ゐ

る

事
件
の

當
事
者
た

り

し

菅
原
道

渡
で

あ

つ

た

と

い

ふ

點
が
、

意
外
な
ほ

ど

に

劇
的
な
の

で

あ

る
。

　一

見
無
味
乾
燥
な

公
事
文
獻

の

中
に

も

極
め

て

人
間
臭
い

劇
の

筋
書
が

ひ

そ

ん

で

ゐ

る
こ

と

が

あ
る、

こ

れ

も

そ

の

例
證

の
一

だ

ら
う

。

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　ひ
お　

　

道
眞
の

『

菅
家
後
集
』

41
の

五

言
古
詩

「

雨

夜
」

は、

流
謫
の

地
で

病
苦
と

貧

窮
と、

何
よ
り
も
官
途
に

於
け

る

失
意
の

境
遇

に

惱
む

作
者
の

悲

痛
な
心

境
を

吐

露
し

た

も
の

で

十

四

韵｝
．

十
八

句
の

長

篇
だ
が、

そ

の

最
後
の

六

句
を
引
い

て

み

よ
う。

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

し

る

し

　

此
治
遂
無
驗
　
こ

の

治
遂
に

驗

無
け

れ
ば

　

強
傾
酒
半
盞
　
強
ひ

て

傾
く、

酒
半

盞

　

　
　
　
　

　

し

ば

ら

　

且
念
瑠
璃
光

　
旦
く
瑠
璃
光
を
念
じ

　

念
々

投
丹
款
　
念
々

　

丹
款
を
投
ず

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

め

ぐ

ら

　

犬

道

之
運

人

　
天
道
の

人
を
運
す
こ

と

　

　
　
　
　

　

も

つ

ぱ

ら

　

不
…

其
平
坦

　
｝

に

其
れ

平
坦
な

ら
ず

　

『

菅
家
後
集
』

に

は

『

菅
家
文
章
』

と

併
せ

て

川
ロ

久
雄

氏

の

洵
に

入

念
精
緻

な
詳
注

が

あ

る。

そ
れ

に

よ

れ
ば

く
瑠
璃
光

V
は

「

藥
師
經
」

に

十

二

の

誓
願

を

以
て

民

衆
を
病
苦
か

ら
救
ふ

と

書
か

れ

て

ゐ
る

藥
師
瑠
璃
光
如

來
の

こ

と

だ

さ

う

で

あ
る

。

確
か．
に

流
謫
の

身
の

菅
公

は

迫
り

來
る

病
苦
に

惱
み、

不

十
分

な

僻
地

の

民

間
療
法
に

効
驗
の

見

え

な
い

こ

と

を
悲
し

ん

で、

唯

〈
念
々

に

丹
誠
を

籠
め

て

〉
藥
師
如

來
に

縋

る

よ

り
他
な
か

つ

た

の

だ

ら

う
。

實
に

悲
愴
な
詩
で

あ

る
。

結
旬
は

「

古
典
文

學
大
系
」

本
の

底
本
な

る

前
田

家
尊
經
閣
所
藏

甲
本

に

よ

れ

ば
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〈
一

ツ

ト
シ

テ

其
レ

平
坦
ナ
ラ

ザ

ラ
ム

ヤ

V
と

訓

じ

て

ゐ

る

由
だ

が

川
口

教
授
は

引
用
の

如

く
に

訓
ん

だ
。

川
口

教
授
の

御
生

前
そ

の

學
風
に

親
炙
す
る

榮
を
得
た

筆
者
も
無
論
そ

の

様
に

讀
み、

こ

れ

で

甚
だ

よ
く
意
が

通
ず
る

と

納
得
す
る

。

敢

へ

て

踏
み

こ

ん

で

言
へ

ば、

菅
公
は

こ

こ

で

〈
天
道
不
公

平
〉
と

訴
へ

て

ゐ

る

わ

け
で、

こ

れ

は

か

な

り

激
し

い

表
白
で

あ
る

。

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　ド
おソ

　

序
で

に

言
へ

ば
、

『

菅
家
後
集
』

の

前
引
の

詩
の

少
し

前
に

「

叙
意
一

百
韻
」

と
い

ふ

長

大
な
五
言
古
詩
が

置
か

れ
て

ゐ

る

が、

そ

の

起
句
は

く
生

涯
無
定
地

／

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
や

す

　
　

と

こ

ろ

運

命
有
皇
天
V
（
生
涯

　
定
き
地

無
し

／
運
命

　
皇
天

に

在
り）

で

あ
る
。

川

ロ

氏
注

に

よ

れ
ば

「

皇
」

は

「

天
」

に

添
へ

る

語
で、

勿
論
本
朝
皇
室
の

そ
れ
で

は

な

く
『

書
經
・

大
禹
謨
』

に

く
皇
天
眷
命
V
と

あ
る

の

が

先
行
用

例
だ

と

い

ふ

か

ら、

所
詮
人
間
の

運

命
を
司
る

力
と

し

て

の

「

天
道
」

で

あ
る

。

す
る
と、

此

處
で

も
道

眞
は

己
が

運
命
を
安
ん

じ

て

「

天

道
」

に

委
ね

る

の

境
地

に

居
る

の

で

は

な
く、

身
に

ふ

り

か

か

る

不
條
理

の

災
厄
は
是
も
「

天
道
」

の

所
爲
な
る

か、

と、

恨
む

と

は
言
は

ぬ

ま

で

も
一

種
の

諦
め

を
逋
べ

て

ゐ

る

こ

と

に

な
る

。

　

こ

の

時、

道
眞
の

念
頭
に、

他
な
ら
ぬ

政
敵
三
善
清
行
が

自
分

に

奉
ゆ

た

（
い

や、

つ

き
つ

け

た

と

言
つ

て

も
よ

い
）

辭

職
勸
告
文

「

奉
菅
右
相
府
書
」

の

中
で

　
「

天

道
」

を
ふ

り

か

ざ

し

て
、

尤
も
ら

し

く
勇
退
の

期
を
説
い

た

事
實
が

纏
り

付

い

て

ゐ

な

か

つ

た

か

ど

う
か。

事
は

微
妙
で

あ
る

。

何
し
ろ

千
年
昔
の

古
人
内
心

の

葛
藤
を
窺
騫
せ

ん

と

の

試
み

で

あ
る。

推
察
と

い

ふ

よ
り

恣
な
る

臆
測
に

わ

た

る
こ

と

は

已
む

を
得
な
い
。

清
行
は

か

う
書
い

て

ゐ

た
。

　

〈
…

…

其
昔
遊
學
之
次。

偸
習
術
數

。

天
道
革
命
之
運

。

君
臣

剋
賊
之

期
。

緯

　

候
之
家．

創
論
於
前

。

開
元

之
經。

詳
説
於
下

。

推
其
年
紀。

猶
如
指
掌

。

斯

蠣
軅
叛

飜
ガ

魘
難
習
へ

契
道

器
の

矯
君

驫

の

膿

緯
候
の

家

聾
論
を
餝
め・

開
元
の

煢
に

説
い

譱
が
な

覧

其
の

上

代
文

學
に

見
る

「
天

道」
概
念
の

形
成

小

堀
桂一
郎

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
て

ら

年
紀
畆

繊
．

舮
に、

篠

掌
を
指
す
が

如

し
。

斯
れ
す
な
は

ち
尊
閤
の

照
す
所
に

　
し
て、

愚
儒
何
を
か

言
は

む
。

…

…）

　
斯
う
前
置
き
し

て、

そ
の

上
で、

　
〈
伏
冀。

知

其
止
足

。

察
其

榮
分

。

檀
風

情
於
煙

霞。

藏
山

智
於
丘

壑。

後
生

　
仰
視

。

不
亦
美
乎．

…

…
V

　
（
伏
し

窺

戴
ボ。

其
の

止

足
を
知

り、

其
の

榮
分

を
察
し

、

風

情
を
煙
霞
に

　
概

き

ま

ぼ
し、

山

智
を
丘

壑
に

藩
め

よ
。

後
生、

仰
ぎ
見

て

亦

美
し

と

せ

ざ

ら

ん

　
や。

…

…）

と、

結
論
づ

け
て

ゆ

く
の

で

あ
る

か

ら、

實
に

狡
黠
蛇
の

如
き
文
章
と

で

も
評
す

べ

き

か。

不
肖
の

後
生

た

る

我
々
、

清
行
に

誑
か

さ

れ

て

菅
公
の

進
退

の

潔
さ

を

讃
へ

る

よ

り
も、

む

し

ろ

こ

れ

を
模
倣
し

た

酖
毒
の

文
で

も

作
つ

て

そ
れ
と

目

指

す
御
仁
に

送
り
つ

け
て

や

り

た

い

く
ら

ゐ

で

あ
る

。

　
清
行
は、

明

年
が

天

道
革
命
の

年
紀
な

の

だ

か

ら

貴
公

も
身
を
退
か

れ

る

が

よ

い
、

と

説
い

た
。

何
し
ろ
首
尾
よ

く
こ

の

勸
告
文
の

目
的

を
達
し

た

後、

「

革
命

勘
文
」

の

中
で

恬
然
と

し
て

く
有
知

天

道
有
信
V
と

謳
ひ

上

げ
た

豎
儒
で

あ

る
。

彼
に

と
つ

て

人
間
の

命
數
の

錘
と
見
え

た
「

天
道
」

は、

道
眞
に

と

つ

て

は

く

專

ら
に

平
坦
な
ら

ざ

る
V
不

條
理

の

鬼
騨
だ
つ

た
。

そ

れ
は

漢
土

南
北
朝
時
代
の

詩

人
江

淹
の

「

恨
賦
覽
の

鬼
気
迫
る

様
な
荒

涼
の

風
景
の

中
に

眺
め

ら

れ

て

ゐ

る

「

天

道
」

の

宰
領
と

揆
を
一

に

す
る

も
の

で

あ
つ

た

ら
う

。

試
望
平
原

蔓
草
繁
骨

拱
木
斂
魂

人
生

到
此

天
道
寧
論

し
か

し

い

つ

れ

に

せ

よ、

試
み

に

平
原
を
望
め

ば

　
　
　
　
　
ま

つ

蔓
草

　
骨
に

繁
は

る

　
　
　
　

　
を

さ

拱
木

魂
を
斂
む

人
生
此
に

到
る

天
道
い

つ

く
ん

ぞ

論
ぜ

ん

や

（
後
略
）

　
　
　
　

　
平
安
中
期
の

こ

の

段
階
に

至
つ

て
、

天

道
は

日

本
人25
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九
九

七
年

に

と

つ

て

最
早

必

ず
し

も
爲
政

者
だ

け

が

關
り
を
持
つ

大

世
界
概
念
で

あ

る

ば
か

り
で

は

な
い
。

民
問
の

個
人

掴
入
も
亦
そ

れ

に

よ

つ

て

運
命
の

轉
變
を
支
配
さ

れ

る、

小

世

界
の

喜
怒
哀
楽
に

關
る

概
念
と

な
り、

つ

ま
り

そ

れ

だ
け

身
近
な

存
在

に

な
り

果
せ

た

如

く
で

あ
る。

（
五
）

　
「

天

道
」

の

民
衆
化

　

前
節
に

引
い

た

「

革
令
勘
文
」

が

上
奏
さ

れ

て

よ
り

僅
か

數

年
の

後
の

天
祿

年

間

（
西

暦
九
七

〇

ー

七

三

年）

又

は

そ
れ

以
降
に、

長
篇
の

「
宇
津
保
物
語
』

が

成
立

し
た

と

考
へ

ら

れ

て

ゐ

る
。

以
下
代
表
的
な

作
り

物
語
や
史
書
に

就
い

て、

天

道

の

用
例
を
漏
れ

な
く
拾
ひ

舐
し

て

考
察
す
る

こ

と

は

現

在
の

筆
者
に

は

到
底

不
可

能
で

あ
る

故、

こ

の

物
語

を
始
め

と

し

て

筆
者
が

任
意
に

選
擇
し

だ

平
安
か

ら
鎌
倉
前
期
に

か

け
て

の

物
語
・

史
書
・

説
話
集
の

中
の

興
味
を
覺
え
た

任
意
の

用

例
に

就
い

て

そ

の

天

道

觀
を

検
討
し

て

み

る
こ

と
と

す
る

。

但
し

重
要
な

史
書

．

醤
抄、

．

吾

鱗
・

騎
に

扱

ふ
．

（
拙
稿
．

天
道
攷
（
二

ご

所

越

　

『

字
津
保
物
語
』

の

冒
頭

「

俊
蔭
」

の

巻
に

次
の

用
例
が

あ

る。

　

俊
蔭
は

三

條
の

末
の

京
極
の

大
路
に

趣
の

あ
る

廣
い

邸
を

構
へ

て

娘
を
養
つ

て

ゐ

る

の
だ

が、

そ

の

教
育
の

主

眼

は

自
分
の

身
に

つ

け

た

琴
の

秘
曲
の

傳
授
で

あ

る
。

娘
の

美
貌
と

音
曲
の

才
は

世
間
に

廣
く
聞
え、

や

が

て

年
頃
に

な
る

に

及
ん

で

求
愛
の

貴
公
予
が

續
出
す
る。

そ

の

時
父
の

俊
蔭
は、

　
．
「

娘
は

天
道
に

ま
か

せ

奉
る

。

天

の

掟
あ

ら
ば、・

國
母、

女

御
と

も
な
れ。

掟

　

な

く
ば

由

賤、

民
ノ

妻
と

も
な
れ

。

我
乏
し

く、

貧
し

き
身

な
り。

い

か

で

　

か、

高
き

交
ら

ひ

は

せ

さ

せ

む
」

と

言
ひ

張

つ

て
…

切

相
手
に

し
な
い

。

し

か

し

娘
か

十
五

歳
に

な
つ

た

年
の

春
に

母

が

病
ん

で

急
死

し、

父

も
歎
き

の

あ
ま

り
に

病
に

伏
し

て

命
旦
夕
に

迫
る。

そ

こ

で

父
は

娘
に

遺
言

し
て

日
く、

「

我
有
り

つ

る

世
に

は、

我
子

に

高
き
交
ら

ひ

　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

26

も
せ

さ

せ

む

と
思

ひ

つ

れ

ど

も、

（
中
略
）

公
に

も
か

な
ひ

仕
う
ま

つ

ら

で、

ほ

ど

經

れ
ば、

貧
し

く
て、

我

子

の

行
き

さ
き
の

掟
せ

ず
な

り

ぬ
。

天

道

に

ま
か

ぜ

奉
る

。

：

…・
」

云

々
。

こ

の

「

天

道
」

に

就
て

「

日

本
古
典
文
學
大

系
」

本
の

校

注
者
河
野
多
麻
氏
は、

〈
「

天
」

は

天

帝、

上

帝、

天

地

主
宰
の

紳
．

「

道
」

は

お

き
て

。

〉

と

し
て、

『

周
易
上
經
』

の

「

謙
」

か

ら
△
天

道
下

濟
而

光
明。

地

道

卑

而
上
行。

天

道
虧
盈

而

益

謙、

地

道

變
盈
而
流
謙
V
（
犬

道
は

下

濟
し

て

光
明

な

り
。

地
道

は

卑
ん

く
し
て

上
行
す

。

天
道
は

盈
を

鶴
き

て

謙
に

盆
し、

地

道

は

盈

を

變
じ

て

謙
に

流
く｝

及
び

，
大

無
量

壽
經
』

か

ら

〈
天

道

自
然

不
得

蹉
跌
〉

　（
天
道、

自
然
に

し

て、

蹉
跌
を
得
ず）

を
引
い

て

語
彙
の

典

據
と

し

て

ゐ

る。

『

易
經』

は

お

よ

そ

天
道

な
る
語
の

代
表
的
出
典
と

い

ふ

ま

で

の

引
證

で

あ

ら

う。

従
つ

て
．

」

．

ぞ
．

天
・

は

前
節
に

論
じ
て

癒
の

結
論
と

し

た

如

く、

人

間

個
々

の

運
命
を
宰
領
す
る

超
越
者
と

し
て、

當
代
の

平
均
的
理

解
の

う
ち

に

あ
る

わ

け

だ
が、

「

道
」

を
「

お

き
て
」

と

讀
み、

俊
蔭
が

我

娘
の

将
來
を

「

お

き
て

す
る
」

の

と

同
じ
脈
絡
に

於
い

て

天

の

掟
（
11
道）

の

在

り

方
が

考
へ

ら

れ
て

ゐ

る

と

す

る
河
野
氏
の

解
釋
に

は

新
味
が

あ
る。

た

だ

し

本
文
に

よ
れ

ば、

俊
蔭
は

天

の

碇

な
る

も
の

に

信
頼
を
寄
せ

て

ゐ

る

が

故
に

娘
を

〈

天

道
に

ま
か
せ

奉
る

〉

と

言
つ

て

ゐ

る

の

で

は

な
く
て、

も
し

天

の

掟
と
い

ふ

も
の

が

あ

る

な
ら

ば

娘
は

國

母、

女
御
と
な
つ

て

榮
華
を
極
め

も
し
よ

う
が
、

綻
の

働
き

が

な
い

と

す
れ

ば

娘
が

山

賤
の

萋
と

な

つ

て

も

致
し

方
な
い
、

と

て

彼
自
身
は

天

の

掟
の

力
の

有
無
に

就
い

て

は

判
斷
を
放
棄
し
て

ゐ

る

の

で

あ
る
。

父
は

自
ら

娘
の

將
來
に

就
い

て

「

お

き

て

す
る
」

餘
裕
が

な
か

つ

た
．

故
に

そ

の

こ

と

を
天

に

任
せ

た
。

し

か

し

天

が

果

し

て

入

間
の

期

待
通
り

に
、

「

お

き
て

す
る
」

か

ど

う
か

は

分

ら

な
い

。

こ

れ

は

後

世
の

〈

運
を
天

に

任
せ

る

〉

と

い

ふ

の

と

同
じ

發

想
で

あ

り、

こ

れ

も
つ

ま

り

は

現
代
入
と

共
通
で

あ
る

。

な

ほ

河

野
氏
が

注

に

引
い

て

ゐ

る

『

無

景
壽
經
噸
の

「

天

道
」

は

早
島
鏡
正

氏
の

注

釋
に

よ

れ

ば

A
業
道。

因

果
應
報

の

道
理

〉
で

あ

N 工工
一Eleotronio 　Library 　
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つ

て、

〈

天
道
自
然

　
不
得
蹉
跌
〉
と

は、

善
因

は

善
果
を、

惡
因

は

必

ず
惡
果

を
生
じ、

自
因

自
果
の

道
理

に

は

決
し

て

齟
齬
が

な
い

こ

と

を
言
ふ、

と

の

こ

と

で

あ
る

か

ら、

も
し

さ
う
と

す
れ
ば
俊
蔭
が

念
頭

に

置
い

て

ゐ

る

天
道
概
念
の

典

據
と

し

て

は

必

ず
し
も
適
當
で

な
い

こ

と

に

な
る
、

自
因

自
果
の

道
理

を
保
證

し

て

く
れ
る

も
の

が

天

道
で

あ
る

と

す
る
な
ら
ば、

俊
蔭
は

「

自
因
」

と

し

て

の

「

高
き
交
ら

ひ
」

を
斷
乎
と

し

て

行
つ

て

そ
の

果
が

自
つ

か

ら

に

結
ぷ

の

を
待
て

ば
よ
か

つ

た

で

あ
ら

う。

つ

ま
り
人

事
を
盡
し

て

天
命
を
待
て

ば

よ
か

つ

た
で

あ

ら
う

。

俊
蔭
は

そ
の

こ

と

を
せ

ず
に、

自
分
は

無
爲
の

ま

ま、

全

て

を
「

天

道
」

に

ま
か

せ

奉
つ

て

し

ま

つ

た

わ

け

で

あ
る。

　

そ
れ

か

ら
約
百

年
を
經
て、

藤
原
氏
一

門

の

全

盛
時
代
も、

頼
道
の

死
を

以
て

終

り

を
告
げ
た

と

思
は

れ

る

頃、

白
河
天
皇
の

御
代
あ
た

り
に

成
立

し

た
と

考
へ

ら

れ

る

『

大
鏡
唖
に

は

「

天

道
」

の

用

例
が

三

箇
所
あ
る。

先

づ

巻
三

の

太
政
大

臣
兼
通

の

行

蹟
を
記
し

た

件、

こ

の

大
臣

に

は

〈
す
べ

て

非
常
の

御
心
〉
が

あ
つ

て
、

東
三
條
殿

と

呼

ば

れ

た

弟
兼
家
（
道
長
の

父）

に

対

し、

理

由
と

い

ふ

ほ

ど

の

こ

と
も
な
い

理

由
で

官
位
を
取
り

あ

げ
る

と

い

ふ

處

置
に

出
た

こ

と

あ
り、

〈
い

か

に

惡
事
な
り

し

か

は、

天

道
も
や

す
か

ら

ず
お

ぼ

し
め

し

け

ん
を
〉
と

評

さ

れ
て

ゐ

る。

こ

の

〈
天

道
〉
は
一

讀
し

て

明
ら

か

な
如
く、

正

義
の

原
理、

勸

善
懲
惡
の

理

法
の

監
硯
者
と

し
て

の

天
で

あ
る
が、

た

だ

こ

の

文
脈

で

は、

天

は

兼
通
の

惡
事
に

對
し

て

應
報
の

罰
を

加
へ

る

實
踐
的
な
動
き

に

出
る

わ

け

で

は

な

い
。

兼
通
の

處
置
は

天
道

の

思
召

に

か

な
は

な
か
つ

た

で

あ
ら

う、

と

評

さ

れ
る

だ
け
で

あ
る

。

そ
の

點
で

は、

東
三

條
殿

兼
家
の

長
子
道
隆
が、

道
長
に

同
道
し

て

賀
茂
詣

を
し

た
途
上

で

の

述

懐、

〈
…

…

宣
旨
な
ら

ぬ

こ

と

こ
言

に

て

も
く
は

へ

て

侍
ら

ま
し

か

ば、

こ

の

御
瓧

に

か

く
て

ま

い

り

な
ま

し
や。

天
道
も
み

た
ま

ふ

ら

む。

い

と

お

そ

ろ

し

き
こ

と

V
に

用
ゐ

ら
れ
て

ゐ

る

く

天
道
V
も
こ

れ
と

同

じ

含
意
で

あ

ら
う
が、

た

だ

こ

の

第
二

の

例
で

は

そ

の

文
脈
か

ら
し

て、

参
詣
者

上

代
文

學
に

見
る

「
天
道」
概
念
の

形
成

小
堀

桂一
郎

道
長
父

子
の

内
面
を
照
覧
し
た

ま
ふ

超

越
者
と
し

て

賀
茂
の

明

神
が

併
せ

て

考
へ

ら
れ
て

ゐ

る

氣

配
が

あ

る

の

が

面
白
い

。

そ
れ

は

つ

ま
り
肺
明

の

冥
慮
と

で

も
言

ひ

換
へ

る

こ

と

が

で

き
よ

う。

こ

の

点
で

は
第
三

の

用

例
も

同
種

の

文
脈
に

載
つ

て

ゐ

る
と

見
る
べ

き
も
の

で、

即

ち
道
長

が

病
氣
で
一

年
ば

か

り

ひ

き

こ

も
つ

て

ゐ

た
時
の

こ

と
、

か

つ

て

三

條
院
の

賀
茂
行
幸
に

供
奉
し

て、

雪
が

ひ

ど
く

降
る

中
を
疳
の

強

い

荒
馬
に

乘
つ

て

颯
爽
と
打
つ

て

行
つ

た

こ

と

が

あ
つ

た、

そ
の

健

康
で

あ
つ

た

日

の

自
分

を
思
ひ

出
し

て

〈
賀
茂
の

行

幸
の

ゆ

き

こ

そ、

わ

す
れ

が

た

け

れ

〉
と

述

懐
す
る

の

だ

が、

そ
の

道
長
に

同
情
し

て、

作
者
は、

病
氣
に

惱

む

道

長
を
く
い

か

に

天
道
御
覧
じ

け
ん

V
と

書
い

て

ゐ

る
。

こ

こ

に

は

ど

う
も
賀

茂
の

祉

の

神
明

を
念
頭
に

お
い

た

上
で

「

天
道
」

の

思
召

を

推
測

し

て

ゐ

る

氣
配

が

あ

る
。

つ

ま

り

『

大
鏡
』

の

筆
者
は

「

天
道
」

を

人
間
の

良
心

や

念
願
の

證

人
・

鏡
と

し

て

引
合
ひ

に

出

し、

又

『

大
鏡
』

の

世
界
の

中
の

當
時
の

人
々

も
そ

の

様
な
意
味
合
で

こ

の

語
を

口

に

し

た

ら

し

い

の

だ

が、

そ
の

際

の

「

證
入
」

は

傳
來
の

砠
先
祚
の

冥
慮
と
い

つ

た

も
の

で

あ

つ

た

の

だ

ら

う。

　

こ

こ

に

は

後
世
北
畠
親
房
が

『

祚
皇

正
統
記
」

の

結
尾
に

於
い

て

「

天
道
」

と

「

棘
明
」

と

を
對

偶
と

し、

む

し

ろ
習
合
さ

せ

て

考
へ

る

こ

と
に

な

る
發
想
に

向

け
て、

伏
流
水
の

水
源
と

な
る

ほ

ど
の

意
味
が

認

め

ら

れ

る

か

も
し

れ
な
い
。

　

『

大
鏡
』

の

書
か

れ
た

時
期
か

ら

ほ

ど

な
く
し

て、

本
朝
説

話
文
學
の

最亠口
同

峯

と

い

ふ

べ

き
『

今
昔
物
語
』

が

成
立
を
見
て

ゐ

る

が、

そ

の

「

天

竺
」

部
か

ら
一

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　ロ
リリ

用

例
を
舉
げ
て

み

る

と、

巻
二

「

前
生
持
不

殺
生

戒
人、

生

二

國

王
語
第
廿

六
」

に、

大
魚
の

腹
の

中
か

ら
端
嚴
美
麗
な
男
の

子

を
得
て

王
子
と

し

た

國
王
が、

そ

の

王

子
を
川
に

落
し

て

失
つ

た

隣
國
の

王
か

ら、

そ
れ

は

定
め

て

自
分
の

子

で

あ

ら

う
か

ら
返
し
て

く
れ

と
の

申
入

れ

を
受
け、

〈

此
レ、

天
道
ノ

給
ヘ

ル

子

也、

更
二

不

可

遣
ズ

〉
と

拒
む

話
が

あ

る。

校
注
に

よ

れ

ば

原
典
た

る

「

賢
愚
經
」

巻

第
五

で

の

こ

の

部
分
の

表
現
は

〈
今
神
報
應、

賜

我
一

兒
〉
で

あ
り、

同
じ

話
が27
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明

鏗
大
学

妍
究
紀

要

π
本
文

化

学
部
・
菖
謡
文

化
学

琶

第
血

号

一
九

几

じ

箏

　
囚

雑
譬
喩
經
』

か

ら

『

經
律
異
相
』

巻
第
四
ト・
四

に

簡
約
し
て

取

入
れ
ら

れ
た

時

の

形

で

は

く

魚
腹
中
得
天

贈
賜
∀
と

な

つ

て

ゐ

る

詣
で

あ

る．、
『

今
昔』

の

編

纂

者
が

癬

方
を

直

接
の

出

典
と

し
て

利

矯

し

た

に

せ

よ、

原

典
の

轟
L

乃

至

　
コ

天
」

を
「

天

道
」

の

語
に

翻
し

た

の

は

本
朝
の

記

者
の

言

語
感
覺
に

よ
る

と

兇

る
べ

き

で

あ
り、

そ
れ

は

當
蒔
す
で

に

こ

の

語
が

牽
分
に
一

般
的
に

流
布
し

用

ゐ

ら

れ

て

ゐ

た

證

據
で

あ

る

と

見
て

よ

い

で

あ
ら

う．

そ

の

用
ゐ

ら

れ
方
も、
　
胃

繕

律
異
相
』

の

テ

キ

ス

ト

の

場
合
と

同
じ
ノ

＼

「

天

の

賜
」

と

い

ふ

ほ

ど

の

意
床
で

あ
り、

こ

れ
も
現
代
語
と

し

て

の

屑

例
と

金

く
共

通

の

語
脈
の

中
に

あ
る

わ

け

で

あ

る。

　

『

今
昔
物
語」

と

共

逓

の

説
話

を
多
く
有
し、

樣
式
的
に

も
よ

く

似
た

も
の

で

あ
る

説
話
集
の

傑
作
が

・

宇
治
拾

遺
物
語
鰯

で
あ
る
・

成
立
年
代
を
は

じ

め

と

し

て

兩
書
の

書
誌
學
的
・

文
献
學
的
關
係
に

就
い

て

の

注

釋
は
一

切

省
略
し、

た

だ

「

天

道
」

の

用
例
の

檢
討
の

み

を
こ

こ

に

抄

記

し

て

お

か

う。

　

『

宇
治
拾
遺
』

に

は

「

天

道
」

の

用

例
が

三
話
に

見
繊
さ

れ

る、

そ

の

う

ち
の

一
、

巻
第
三

の

一

「

大
太

郎
盗

入

ノ

事
」

で、

主

入
公
の

盗
人
の

大
親
分、

甲

斐

の

国
の

大
太

郎
が

京
へ

上

り

來
て、

盗
み

に

入

る

に

よ
ろ

し

き
町

家
を
物
色
し

て

ゐ

る、
n

，

ち

に
、

絹
物
を
多

く
家
の

内
に

積
み

L
げ

て

あ

り、

し

か

も
女
ば

か

り

で

男
の

姿

の

見
當
ら
ぬ

商
家
を

児
る。

そ
こ

で、
「
う
れ
し

き
わ

ざ
か

な、

天

た

う

の

我

に

物
を
た

ぶ

な
り

」

と

つ

ぶ

や

く
所、

こ

れ

は

最
も
次
元

の

低
い

使
ひ

方
と

い

ふ

べ

弐、
だ

が、

こ

れ

歩
二

畏

か

ら
燕

偽

へ

ば、

こ

の

頃
に

は

胃
大

道
」

胼
慨
今
脚

が

か
／
丶

も
民

衆
化
し、

庶
践
も
し
き
り

に

そ

れ

を

日

に

す
る

様
な
卑
近
な
存
在
に

な

つ

て

ゐ

た

こ

と

の

讃

言
で

も
あ
る
。

　

他
の

＝

測
は

そ

れ

ぞ

れ
に

興

昧
深
い

用

法
で

あ
る．、

　

巻一
…
の

第
六

話

「

厚
行
死

八
ヂ

家
ヨ

リ

拙

ス

事
」

と

い

ふ

話
の

主

入
公

は

右
近

將
監
下
野

厚
行
と
い

ふ

朱
雀
帝
か

ら

村
上

帝
の

御
代
に

宮
仕
へ

し

て

ゐ

た
舎
入

で

　
　

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　
　
　

　

　

28

あ

る。

隣
家
の

主

人

が

死
ん

だ

の

で

弔

問
に

行
つ

た

と

こ

ろ、

遺
r

が、

葬
式

を

識
す
に

つ

い

て

自
家
の

門
が

方
違
ひ

に

な

つ

て

ゐ

て

凶
の

方
角
だ

が

爲
方
が

な
い

と

嘆
く

の

を
聞
く．

故

入

は

生

荊
何
か

と

情
を
か

け

て

も
ら

ひ、

恩
を
感
じ

て

ゐ

る

入

だ
つ

た
。

そ

れ
な

ら

我
家
と

の

境

の

垣

根
を
破
つ

て

そ

こ

か

ら

我

が宀
豕

の

門

を
通
し
て

出
す
が

よ
い
、

と

慰
め

て

や

る。

厚
行
の

家
族

達
は

こ

れ

を
聞
い

て

勿

論
大
反

対
鴫

、

あ
る
。

隣
家
の

葬
式

を
我
家
か

ら

出

す
な

ど

と

は

縁
起
が

惡
い
、

し

か

も
境
の

竡、
を
破
る

な
ど

と
い

ふ

無
理

な

は

か

ら

ひ

を
し

て

や

る

ほ

ど

の

義
理

が

ど

こ

に

あ
る

か、

と

い

冫炉
わ
け

で

あ
る．．

し

か

し

厚
行
は

縁
起

を
か

つ

ぐ
よ
り

も

入
に

梼
を
か

け

て

や

る

方
が

八

間
と

し

て

大
切

な

こ

と

な

の

だ、

と
い

ふ

己
の

信

條
に

從
ひ、

家
族
の

反

對
を
押
し

切

つ

て

こ

の

策
を
斷
行
し

た
。

そ

の

と

き

の

厚

行
の

臼
が、

「

：・
…

恩

を
思
ひ

知
り、

身
を
忘
る

る

を
こ

そ

人
と

は

い

へ

。

天

道

も
是
を
ぞ
め

ム

丶

み

給
ら

ん
。

よ

し
な
き

こ

と、

な

わ

ぴ

あ
ひ

そ
」

と

い

ふ

も
の

だ
つ

た
。

厚
行

の

義
舉
は

さ

す
が

に

世

間
の

評

判
と

な
り、

感
嘆
す
る

八

が

多
か

つ

た
。

さ

て

こ

の

縁
起
の

悪
い

行
爲
を

敢
へ

て

し

た

厚
行
は

九

十

歳
ば

か

り

ま
で

長

生

き

し、

子

孫
も

皆
長
命
で

あ
つ

た

ー
ー

雰】
い

ふ

話
で

あ

る
。

　

厚
行
が

己

の

嚢
擧
の

證
人
に

仰
い

だ

「

天

道
」

の

概
念
に

は

溺
段
の

解
釋
は

不

要
だ

ら

う
。

世

闘
の

通

念
・

常
識
と

い

つ

た

枠
組
と、

己

の

感
ず
る

義
理
・

善
意

と

が

對
立

し

て

板
挾
み

の

立

場
に

立

つ

た

時、

そ

の

判
断
・

決
斷
の

基

準
を
天

道

に

求
め

る

と

い

ふ

の

は、

こ

れ

を
現

代
人
に

當
て

は

め

て

考
へ

て

み

て

も
よ
く

共

感
で

き
る

選

擇
で

あ

ら

う
。

第
三
例
は

樺
大
納、
葺

繪
詞』

に

再
現

さ

れ

た

こ

と

で

有
名

な

巻
第
＋
の

箜

話

、

伴
大

納
言
燒
應
火

門
事
L

の

中
の

も
の

で

あ

る。

實
に

有
名

な
話

で

あ
る

か

ら

筋
書
の

紹

介
は

省
略
す
る。

伴
善
男
か

ら

應
天

門
放

火
と
い

ふ

あ

ら
ぬ

罪
の

濡

窘
き
せ

か

け

ら

れ
て

気
も
動
顯
し

た
左
大
臣

源
信
は、

八
つ

騰
い

た

る

事
も
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な
き
に
、

か

か

る

よ

こ

ざ
ま
の

罪
に

あ
た

る

を
お
ぼ

し

な
げ
き

て
、

日

の

装
束
し

て、

庭
に

あ

ら

こ

も
を
し

き
て

い

で

て、

天

道
に

う
た
へ

申
給
け
る
に

〉、

そ

こ

へ

、

證
據
不
十
分
で

あ
る
か

ら

罪
に

は

問
は

ぬ
、

と

の

赦
免
状
を
携
へ

て

頭
中
将

が

か

け
つ

け

る。

ま
だ

幼
か

つ

た

清
和
天
皇
に

対
し

忠
仁
公
藤

原
良
房
が、

確
證

も
な
い
、

人

の

嘩
程
度
の

こ

と

で

罪
人
を
作
つ

て

は

な
ら
な
い

と
忠
言
を
上
つ

た

か

ら

で

あ
つ

た
。

　
さ

て

冤
の

罪
を
き
せ

か

け

ら
れ
た
源
信
が、

「

天

道
」

に

訴
へ

て、

嫌
疑
の

晴

れ

ん

こ

と

を
祈
つ

た

（
の

で

あ
ら
う）

と

い

ふ

の

は、

人
知
の

有
限
性
を
超
え

て

全

て

を
照
覧
し
た
ま

ふ

天、

と

の

脈
絡
で

用
ゐ

ら
れ

た、

謂
は

ば
典
型
的
な
用
例

で

あ
ら
う。

さ
き
に

述
べ

た

『

大
鏡』

賀
茂
の

明
祕
の

文
脈
に

引
き
つ

け

て

論
ず

る

な
ら
ば、

左
大
臣
源
信
が

身
の

あ

か

し
を
立

て

る

に

た
よ
る

べ

き
證
人

は

天
道

か

禪
明

か

以
外
に

は

な
い
。

紳
明
の

冥
慮
に

た

よ
る

と

す
れ
ば、

そ

れ

は

や
は

り

具
体
的
な
名
を
有
す
る
い

つ

れ

か

の

吐

の

禪
と

い

ふ

こ

と
に

な

ら
う
が、

信
に

は

い

ま
直
接
に

は

ど
の

祚
に

所
誓
す
れ

ば

よ
い

か

心
あ
た

り

が

な

い
。

そ
こ

で

謂
は

ば

都
に

數
多
く
あ
る

神
明

諸
吐

の

最
大
公
約
數
と
し

て

の

天

道

に

所
る

よ

り

他
な

い
、

と、

多
少

戲
れ
め

く
が、

ま
あ
こ

の

樣
な

心
理

過
程
を
こ

の

不

運
な

る

左

大

臣
の

内
面
に

想
定
し

て

も
よ
い

だ
ら

う
。

　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　

　
　
　
　
ハ
れロ

　

鎌
倉
期

に

入

つ

て

『
平
家
物
語
』

巻
第
二、

天

台
座
主
明

雲
大
僧
正

受
難
の

件

に
、

玄
宗
皇
帝
の

時
代
の

唐
の亠
咼

僧
一

行
阿

闍
梨
の

無
實
の

罪
に

よ

る

流
刑

の

插

話

が

引
用
し

て

あ

る
が、

〈

無
實
の

罪
に

よ

つ

て

遠
流
の

重

科
を
か

う
ぶ

る

事

を、

天
道

あ
は

れ

み

給
て、

九
曜
の

か

た

ち

を
現

じ

つ

つ
、

一

行
阿

闍
梨
を
ま

も

り

給
〉
と

書
く

。

こ

の

天

道
も
正
義
の

監
硯

役
で

あ
る
に

は

違
ひ

な
い

が、

や
は

り

現
世
に

應
報
の

正
義
を
實
現
す
る
の

で

は

な
く
て
、

こ

の

世
の

不

正

を
受
け
た

も
の

へ

の

あ
は

れ

み

を
垂
れ
給
ふ

心
優
し
い

攝
理

な
の

で

あ
る

。

こ

れ
は

例
へ

ば

　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

ロ
ゆね

同
時
代
の

説
話
集
『
十
訓
抄
』

で

「

第
六

　
可
レ

存
・
忠
信
・

廉
直
旨一

事
」

の

前

上

代
文

學
に

見

る
「

天

道」
概
念
の

形
成

小

堀
桂一
郎

文

に

言
ふ、

〈
人
の

な
ら

ひ

に

て、

お

も

ひ

た

ち
ぬ

る

こ

と

い

さ

む

る

は、

心
づ

き

な
く、

い

ひ

は

や
す
人
は

心
に

か

な
ふ

。

天
道
は

あ
は

れ

と

お

ぽ

す
と

も、

主

人

を
あ

し

く
お

も
ひ

な
む

も
の

は、

か

へ

り

み

を
か

ぶ

る

こ

と

あ
る
べ

か

ら

ず
〉

の

「

天
道
」

と

よ

く
似
た、

穩
和
な

性
格
の

も
の

と

言
へ

よ

う
。

忠
信
と

廉
直
の

徳
を
説
く
説
話
を
集
め

た

『

十
訓
抄
』

第
六

は、

相
手
が

主

君
で

あ
ら

う
と

親
で

あ

ら
う
と、

諌
む
べ

き
こ

と

は

率
直
に

諌
め、

苦
言
を
呈

す
る

こ

と

が

本
當
の

忠

で

あ
り、

孝
で

あ
る、

と

説
く
の

だ

が、

實
際
に

は、

主
君
は

た

だ

甘
言

の

み

を

耳
に

し

た

が

る
も
の

で、

廉
直
に

苦
言
を

口

に

す
る

も
の

は

主
人

か

ら

き

ら

は

れ

る

ば
か

り、

そ
の

赤
誠
は

ひ

と

り
天
道
だ

け

が

知

つ

て

あ

は

れ

ん

で

く
れ

る、

と

説
く。

こ

れ
も
や

は

り

人

間
の

良
心

の

ひ

そ

か

な

る

慰
め

と

い

ふ

樣
な
意
味
を
帯

び

た、

至

つ

て

優
し
く
哀
れ

み

深
き
天

道

な

の

で

あ
る。

　
な
ほ

『

十
訓
抄
』

は

全

篇
中
も
う
一

箇
所
だ

け

「

天
道
」

の

語
を

出
し

て

ゐ

る

が、

そ

れ

は

さ
き

に

引
い

た

『

文
選
』

の

江
淹
の

詩
の

引
用

で

あ
つ

て、
　

「

第
九

可
停
怨
望
事
」

の

第
五
話
に

出
て

ゐ

る。

　
五

　
後
江
相
公
の
、

澄
明

に

を
く
れ
て、

か

の

後
世
を
と

ぶ

ら

は

れ
け
る

願
文

　
こ

、

よ

く、

　
ー
　

し
　

ー

　
　
　

み

て

　

　

　
む

は

　

し

　

し

き

は

　
よ

り

　
い

て

　
る

　

　
に

　
　
　

悲
之
亦
悲

、

莫
レ

悲
レ

於
二

老

後
レ

子。

　
　
　

み

て

に

む

ば

し

め

し

き

は

よ

り

う

し

て

た

つ

に

　
　
　

恨
之
更
恨

。

莫
レ

恨
レ

　
於一一
少

　
先
ワ

親。

　
と

あ
る

に

こ

そ、

前
後
相
違
の

う
ら

み、

さ
こ

そ

と
あ
は

れ

に

覺
ゆ

れ、

江
淹

　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　

　
　
　

ち
マロ

　
か

恨
の

賦
に

は、

「

平
原
に

人
の

か

ば
ぬ

有。

蔓
草
骨
に

ま
つ

へ

り。

拱
木
に

　

魂
を
お

さ
む。

人
生
こ
・

に

い

た

る。

天
道
こ
・

に

論
ぜ

ん

や
。

僕
も
と

よ
り

　
う
ら

み

た

る

人

な
り。

心
お

ど

ろ
く
事
や

ま
ず。

た
ず

、

古
人

の

う
ら
み

に

ふ

　
し

て

死
に

し
を
思

。

」

な
ど

有
こ

そ、

い

み

じ

く
哀
に

覺

ゆ

れ。
（
後
略）

　
つ

ま

り
著
者
は

「

怨
」

の

情
の

切
な
る

表
現

を
成
し
た
作
例
の
一

と

し

て

こ

の

詩
を

擧
げ

て

ゐ

る

ま
で

で

あ

つ

て、
「
天

道
」

の

語
に

特
に

注

目

し
た

形
跡

は
な29
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明

星
大

学
研
究

紀
要
［
日

本
文

化

学
部

二

琶
語

文

化
学

科】
嬉

五
号

　

九
九

じ
年

い
。

　

以

L、
の

例
に

見
る
如
く、

平
安
朝
か

ら

鎌
倉
期
に

か

け
て

の
］

般
の

人
々

が

口

に

し

て

ゐ

た

で

あ
ら

う
天
道
は．

道
教
や

儒
教
の

古
典
的
淵
源
を、

遠
い

記
憶
の

底
に

留
め

て

は

ゐ

た
で

あ
ら

う
が、

そ
の

原
意

を

意
識
す
る

こ

と

の

比
較
的
薄

い
、

卑
近
な
次
元
に

翻

案
さ

れ

た

攝
理

觀

の

象
徴
語
と

な

つ

て

ゐ

る。

入

々

は

割

合
気
や

す
く
こ

の

語
を
口

に

し
た

で

あ
ら

う
。

そ

し

て

そ

の

際
の

こ

の

語
の

含
蓄

は、

現
代
人
が

や

は

り

何
氣
な
く
そ

れ

を
口

に

す
る

場
合
と

そ
れ

ほ

ど

變
り

の

な

い
、

己

が

良
心
の

證

入
と

し

て

の、

目

に

見
え
ぬ

棘
と

い

ふ

ほ

ど

の

心
だ

つ

た

の

で

は

あ
る

ま
い

か
。

　

最
後
に、

あ
る

意
昧
で

不

思
議
な
用

例
を
付
加
へ

る

こ

と

が

で

き
る．、

橘
成
季

　

　

　

　

　

　

　

　ハ
ない

編

の

『

古
今
著
聞
集
』

が

成
立
し

た

の

は、

本
節
に

引
用

し

て

き
た

説
話

集
類
の

中
で

は

最
も
お

そ

く、

建
長
六

年
（
西
暦
二

二

五

四

年）

と

押
へ

ら

れ

る

樣
で

あ

る。

後
深
草
天

皇
の

御
代、

と

い

ふ

よ
り

も
執
權
北
條
時
頼
の

時
代
と

呼
ん

だ

方

が

時
代
の

性
格
を
表
す
に

ふ

さ

は

し
い

だ

ち
う。
『

十
訓
抄
』

（

建
長

四
年）

と

ほ

ぼ

同
じ

時
代
の

所
産
で

あ
る
。

　

『

著
聞
隹
不

』

巻
第
二

十
「

魚
贔
禽
獣
第
三
十
」

に

「

或
田

舎
人
に

口
蟲
仇
を
報

ず
る

事
］

と
い

ふ

へ

ん

な
話

が

あ
る。

特
に

珍
重

す
べ

き

話
で

は

な
い

が、

如

何

に

ゐ

『

著
聞
集
庶

ら

し
い

奇
談

で、

又

多
少
薄
氣
味
わ

る

く
も
あ

る。

筋
は

と

も

か．
く

と

し

て、

そ
の

話

は

こ

ん

な
風
に

始
ま
る

。

　

　

　

　

　

　

　

　
の

ぼ

り

　
　

は
ぺ

り

　

く

或
田

舎
人、

京

上

し

て

侍
け

る

が、

や
ど
に

て

天

道

ぼ

こ

り

し
て

ゐ

た

り

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

く

ひ

　

付

る

に、

く
び

の

程

の

か

ゆ

か

り
け

る

を
さ

ぐ
り
た

れ

ば、

大
な
る

臼
蟲
の

食

　

つ

き

ゐ

た
り

け

る

成
。

V

　

旧
蟲
は

虱
で

あ
る。

虱

を
つ

か

ま
へ

て

柱
の

わ

れ

目

に

と

じ

こ

め

て

お

い

た

と

こ

ろ、

翌

年
ま
で

生
き
て

ゐ

て、

そ

れ
に

興
じ
て

た

は

む

れ

に

腕
を
く
は

せ

て

み

た

と

こ

ろ、

そ

の

傷
が

化
膿
し

て

遂
に

死

ん

だ、

虱

の

怨
念
に

よ
つ

て

仇
を
報
じ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

0

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

3

r

ー．
ー．．．
−
ー．
11

・
i−
ー；
！
…

ー

ー
　

　

　

　

　

　

111

ー
…「
ー
F

−

ー
IlI

−

−．
ー
ー
1
−
i

…
t

−
−

ーー、
：

ー
II

ら

れ

た

と

み

え

る、

と

い

ふ

の

で

」

記
の

如

き

標
題

が
つ

い

て

ゐ

る
。

　

こ

の

「

天
道
ぼ

こ

り
」

で

あ

る

が、

こ

こ

は

「

H
向
ば

つ

こ
」

と
い

ふ

ほ

ど

の

意
味
に

相
違
な
い
。

「

日

本
古
典
文
學
大
系
」

本
の

頭
注

も

そ

の

様
に

解
し

て

ゐ

る
。

と
す
れ

ば

こ

の

「

犬

道
」

は

要
す
る

に

太
陽
で

あ
る

。

今
で

も

幼
兒

語
と
い

ふ

の

み

な

ら

ず、

極
く
一

般
的
に

太
陽

は
「

お

て

ん

た

う
さ

ま
」

で

あ
る。

即

ち

「

天

道
」

が

宇
宙
の

主
宰
者、

運
命
の

攝
理

者、

全
て

眞
理

の

奥
底
を
照
覧
し

給

ふ

紳
明
の

冥

慮
と

い

つ

た

形

而

上
的
超
越
存
在
で

あ
る

と

同
時
に、

具
體
的
に

は

太
陽
で

あ
る

と

の

民

衆
的
概
念
把
握
は、

既

に

鎌

倉
時
代
に

成
立

し

て、

以

後
八

冒
年、

現

代
に

至

る

ま
で

汎
用

さ

れ
て

ゐ

た

こ

と

に

な

る
。

注
〔
1）
　

本

稿
は

著
者
が

昭
和
六

十
二、
六

1
三、
平

成、
、

四、
五

年
度
の

五

回
に

わ

た

つ

て、

東
京
大
學
教

養
學

　

部
研

究

紀
要

「

比

較
文

化
研

究」
第
25．
26、
27．
30．
31
輯
に

發
表
し

た
・

天

道
攷」
〔．
｝
i
ヘ
ヨ
の

　

補
説
を

な
す

も
の

で

あ
る．
上
記

紀
要

論
文

二
）
は

「
序
論
−

予
備
的

考
察」
と
題

し、
「
問
題
設

定」
「
キ

　

リ

シ

タ

ン，
乂

學
の

語
彙
と

し
て」
「
漢

籍
の

典

獵
に

お

け
る

用

例゚

 ．
本
朝
古

典
文
學
に

於
け
る

用

例
二

・
士、
」

　

を、
題

名

通
り
の

予

備

的
考

察
と

し
て

概
觀

し
た

が、
そ
の

う
ち

四
番

国
の

本
朝
古

典
文

學

中
の

旧

例
を

摘

　

紀・
例

示
し
た

部

分
は

如

飼
に

も
手

薄
で

あ

つ

た。
そ
の

た

め

絃
に・」
の

補

説
を
提
示

す

る

を
餘
議
な

く
さ
腔

　

た

次
第
で

あ
る

が．

そ
の

結
果・
椹

稿
は

予

蟐
的

考
察
の

枠
を
か

な

り

押
し

噴
げ、
二 ．叩
の

本

論｝
「
慈

圓
と

　

そ

の

時

代」
の

章
の

前
に

置
か

れ

て

然
る
べ

き一
章
に

な
つ

た

か

と

思
は

れ
る。
内
容
的
に

別
に
面
白
い

研
究

　

論

文
に

な

つ

た

わ
け
で

は

毛
頭
な
い

が，
扱

つ

た

範
囲、
文

獻
の

量
か

ら

し
て

既

に
本
論
に

踏
み

こ

ん

だ

と

児

　

る
べ

き
も
の

の

如
く
で

あ
る。

｛
2）
　m、
曲

郷
南

瀕
遺

訓ら
山

出
濟
齋

編
岩
波

文
庫

版、
昭

穂
十
四
年
第
一
刷畳

｛
3）
　
佐
藤
早

苗
著

司
東
條
英

機
　
封
印
さ

れ
た

翼
實』
（
平
戒

七
年
八

月

　
講
談

社
則

ご
冖
乱

○
貞・

へ
4）

　悔
日

本
書

紀』
〔
上
・
ド）

坂
本
太

郎・．
家
永
三

郎・
井
上

光
貞
・
大
野
晋
校
注

、
円

本
古

典
文
學
大

系
L

（
昭

　

和

殴
十、
一
年
　

嵜
波
飛口
店
刊｝。

（
5）
　門
日

本
書
紀』
（
上
・
中
・

下）
黒
坂

勝
美
編

峇
波

文
庫
版．
昭

和
六

年

第一
欄．

〔
6V

　「
肺
典』
〔
含

、

古
事

記」
「
日

本
書
維
」

「
古

語
拾

適」
「

新
撰
姓
氏
録」
「

風

セ
詑」
そ

の

他）
人

倉
精
神
文

　

化

研
究
所

編、
昭

和
十
一
年．

〔
7｝
　一、
ロ

本

書
紀』
（
前
掲ゴ
下、

三
匕
二．
貞。

〔
8｝
　

同
右．

四
五
六

頁。
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V
　
　

　　

　
　　∀
　
　
　

　
　
　

　
　

）

（
9
）

　
同

右

、一

四
三
頁

。

（
10

）
　

我

國

上
代
の

群

端改
元
の
思

想

就
い

て
は

、
重
松
信

弘
「古
代
に

お
け

る
群
端災
異

の
思

想
」
（

同
氏
著

　

　

『
古

代思
想
の

研

究
』
〔
昭
和

十
三

年
、

皇

學
館
大學
出
版
部
刊
〕

三
四

−
八
三
頁
∀
及

び

關
晃

「
律
令

國

　
　

家
と

天
命

思想

」
（
關

晃・
源

圓
編
『

神

觀念
の

比

較文
化

論

的
研
究

』

〔
昭

和
五
十

六
年、
講

談

社

刊
〕

一

　
　
三
三
1

一五
七

頁

∀
の

二

文
に

多大
の

教
示
を

得
た
。
な

ほ
本

稿
で
用

ゐ
た

「

天

人
A

冂

應
」

の
概
念

に

つ

　
き、重
松氏
は

「
天

人感
應
」
關氏
は「
天

人
柑
關」

表
現を採
つ

て
ゐる
。

（
1

　
『日本
書
紀
隔
〔前
掲
）

下
、
二
九

 頁

（
12V

　

同
右

、二
九
九
頁。

（13

冖

　『

語
幅「陽
貨
篇
第
十
七」

（

14

＞

　鴨
日
本
書
紀

』（
前
掲∀
下

、
　
一

　

五
頁
。

〔
15

）

　『
懐
風

藻
』

〔

文
華
秀

麗集
」「
本

朝
文粹
」

併録
〉小島憲
之

校注

口
本古典
文
學
火系
」
〔
昭和

十
　
　九
年

、
　
由
石

波
量

日
店

刊
Ψ
　
亠

ハ
亠
儿

頁
。

（

16

）
　同
右

、

七
一

頁
。

（
17

）

　

『私

類
聚
」
］

日
本
思想
大
系

L『

代
政

治社
会

思

想

』

所収
、
大

曽

根
章
介
校

訂
（昭

和
五

十
四年
、

　
　岩

書

店
刊

）
四
七頁。

　

　
　「
み
こ
と

のワ

森

活
人

撰
（平成

年
、錦正
社刊
）
　一

八 頁 。 　 　 　 　 （ 17
　 　 　 『 革 命 勘 文 」

　

注
（

17

（
32

）

『

易
経
』

酷

ｯ
同
同同

同

同
同

同

同
同

@

右

右

右

右右

右
右

右
右右

二
＝
二

頁。

四
〇
一
二頁

四

〇四

。

四五

頁
。

四

三

ー

四

頁
。

亠ハ
ニ
ニ

頁
。

四
三
〇
頁

。

四

七九
頁

。

四

八
一

頁

．

四八

頁

。

五

五
九
頁。

　

を
参
照

。

　　
は
『群

書
類

從
』
巻

第
四
百

六
十

一
巻

雜部

六

を
使

用
。
缺
字
の
補

入
及
び
訓
譲
と
注
は

、

の
「
日
本

思
想

大

系

」
本「
古代
政

治
社

会思

」

所
収
、

今抃
宇

三

郎校注
本文に

つ
た。

は
高
田

信
治・
後

藤
基
巳

譯
・

注・
解

説
の

岩

波
文
庫
本
（
昭

和
四
十

五
年

第
一刷
）

に
據

つ

た
。

　

そ
の九冊
四ー
九

論
ハ

百ハ
。

（
33
）
　

『
革令
勘
文

』

は
「

續

群
書

類
從

』
巻

節
二

百
九

11

一
公

事

部四
十四

使
用
。
訓

讀
は
私案
に

依
る
。

（3

j
　『菅
家
後
集』
（

『

菅

家文

』
と併録
）
川

口
久

雄
校

注
「日
本

占
典
文學大
系

」
本
ハ

昭
和

四
十
一

年
、

　

　
岩
波
書
店

刊）
、
五一
四
ー
六

頁。

（
35∀
　同
右
、

四
八六
頁
。

（

36V

　
「

奉
菅右
相
府
耆
」
は

注
（

15
）

に
舉
げ
た

「
R
本
古
典
文
學
大系

本
『本朝
文
粹

』
所

収
。

三八
二
頁

．

（
37

〕
　

『

昭

明
文

選
」

巻八
．又
は
『
梁

江
文

通文
集

』

巻
第
一そ
の

他

所
収
。

拙

稿「
天

道
攷

（一）
」所

。
（
38

　

　『
宇
津

保
物語
』
一、
河
野

多
麻

校

注
「

日
本

古
典
文
學

大
系

」
　
（

昭
和
三

十四
年
、
岩

波
書
店

）
五
四

　

〜
五頁。

　

及

ぴ四
編

ハ

頁
，

（
39

）

　
中

村

元
・早
島
鏡
正
・

紀

野
一義
譯

注
『

浄⊥
三

部

経
　
上（
大
無

壽
經
ご岩
波

文

庫
．昭

三
十八年

　
　
第

一刷
。

（

40V

『

大
鏡
』

は

石
川

徹
校

注

「新
潮日
本
古
典

集
成

」本
（

平

成
元年

刊）
に

つ
た
。そ

一
七八、
二←

　

　
九

、二
六

〇
頁

。

（

41

∀

　
『

今
昔

物
語

』
一

．
山
出
孝雄
他

校
注

「冂
本

古

典

文學

系
」
　

（昭
和

三

十

四年

岩
波書店
）＝
ハ

入

　
　頁
。

（
42

）
　
『
宇

治
拾

遺
物

語
』
は
中

島
悦

次
校
注

角
川文
庫

版
（
昭和
三
十

充

第
一
刷）

據
つた。
その
五

七
．

　
　
七
六

、
二
二

七

頁
。

（
43

）

　『
平家
物
語
』

⊥、
高

木

市
之助

校
注「日
本占
典

文
學

大
系」（
昭

和
三
十四
年
、

岩
波
書
店

）
一

四

九

　

　
頁。

（

44
）
　『
十
訓

抄
』永
積

明
校
訂

岩

波文

本〔昭
和
卜七 年 第 一 刷 ） 一 四二 頁、二四 九 頁 。 〔45 ） 　『 古

著 聞 集 』 、 永積安 明 ・ 島 田 勇 雄 校注「

本

古
典

文
學

大

系
」

（

昭和
四
十
一

年
．

岩
波

書店
）


