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に
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い
て
と
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「
神
道
大
意
」

吉
田
兼
倶
撰
を
和
源
訳
と
し
、
本
人
の
理
解
を
深

め
る
メ
モ
書
き
を
多
少
手
直
し
し
て
後
学
の
参
考

と
な
れ
ば
幸
い
と
思
い
公
開
し
ま
す
。

研
究
途
上
の
た
め
理
解
不
足
で
あ
る
部
分
や
勝
手

解
釈
に
よ
る
意
訳
を
多
分
に
含
み
ま
す
の
で
御
了

承
く
だ
さ
い
。

わ
か
り
づ
ら
い
部
分
に
は
前
置
き
や
文
中
に
解
説

を
前
触
れ
無
く
挿
入
し
て
あ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
理
解
を
進
め
る
た
め
の
和
源
の
思
考
跡
も
残

し
て
あ
り
ま
す
。

こ
れ
も
元
は
手
書
き
メ
モ
と
観
て
い
た
だ
け
れ
ば

と
思
い
ま
す
。

章
立
て
は
仮
の
も
の
で
本
来
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で

御
了
承
く
だ
さ
い
。
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第
一
節(

前
置
き
・
な
ぜ
こ
う
い
う
も
の
が
書
か
れ
た
の
か
を
推
測
す
る)

日
本
神
道
は
日
本
人
の
洞
察
力
や
観
察
力
、
感
受
性
を
基
本
と
し
た
世
界
観
を
と
ら
え
て
あ
ら
わ
し

た
も
の
で
す
。

ま
た
神
と
い
う
存
在
が
あ
り
、
そ
れ
を
当
た
り
前
に
「
そ
こ
」
に
感
じ
る
か
ら
こ
そ
の
礼
式
を
用
い

て
恭
し
く
謹
み
を
も
っ
て
祭
礼
祭
祀
す
る
も
の
な
の
で
す
。

神
を
感
じ
神
々
が
あ
る
か
ら
こ
そ
の
形
態
な
の
で
す
。

特
に
特
別
な
訓
練
無
く
神
々
を
感
じ
る
人
も
多
い
の
で
す
が
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
、
人
が
都
市
文

明
の
中
に
埋
も
れ
て
い
く
に
従
っ
て
神
々
は
遠
く
感
じ
に
く
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

ま
た
物
理
や
社
会
的
な
欲
に
目
を
奪
わ
れ
た
も
の
た
ち
も
神
々
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
に
く
く
な
っ

て
ゆ
く
。

命
の
自
然
な
あ
り
よ
う
か
ら
外
れ
て
い
け
ば
、
神
々
の
存
在
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し

ま
う
。

「
大
切
な
も
の
ほ
ど
見
え
な
い
も
の
で
あ
る
」

こ
れ
は
神
々
を
感
じ
る
だ
け
で
な
く
、
個
人
に
お
い
て
も
金
言
と
い
え
よ
う
。

古
来
日
本
人
は
命
の
自
然
さ
を
あ
り
の
ま
ま
に
感
じ
、
そ
れ
に
逆
ら
う
こ
と
な
く
尊
敬
と
礼
儀
を
も
っ

て
命
と
神
々
と
運
命
と
共
に
あ
り
ま
し
た
。

自
然
で
あ
る
こ
と
純
粋
で
あ
る
こ
と
・
・
・
正
直
で
あ
る
こ
と
清
浄
で
あ
る
こ
と
。

そ
れ
は
日
本
人
が
大
切
に
し
て
き
た
感
覚
で
す
。

時
代
は
く
だ
り
仏
教
が
入
っ
て
き
ま
し
た
。
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後
に
は
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
も
目
に
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

入
っ
て
き
た
宗
教
は
言
葉
よ
り
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
ら
は
言
葉
で
相
手
に
理
解
を
求
め
る
も
の
で
す
か
ら
と
て
も
説
得
力
が
あ
り
ま
す
。

世
界
観
は
高
度
に
理
論
化
さ
れ
、
だ
れ
で
も
そ
れ
を
読
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

誰
で
も
読
む
こ
と
が
で
き
理
解
で
き
る
も
の
は
伝
播
力
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
論
理
化
さ
れ
た
思
考
法
は
学
問
と
同
じ
扱
い
を
受
け
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

そ
う
し
て
世
界
観
を
説
明
す
る
用
語
ま
で
仏
教
的
な
用
語
を
用
い
て
文
章
を
書
か
れ
る
時
代
が
あ
り

ま
し
た
。

古
い
神
道
書
は
一
見
す
る
と
仏
教
書
の
亜
流
版
に
見
え
ま
す
が
、
そ
う
で
は
な
く
用
語
を
借
用
す
る

と
い
う
苦
肉
の
策
が
用
い
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

そ
の
後
、
伊
勢
神
道(

渡
会
神
道)

を
始
め
と
す
る
鎌
倉
期
に
復
古
の
兆
し
が
見
え
ま
し
た
。

日
本
人
っ
て
な
ん
な
ん
だ
ろ
う
？
こ
の
疑
問
が
出
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

そ
れ
を
深
め
て
ゆ
く
と
言
葉
で
か
ん
じ
が
ら
め
に
な
っ
た
思
考
を
脱
し
古
来
か
ら
あ
っ
た
も
の
の
意

味
を
再
認
識
し
た
と
考
え
て
良
い
で
し
ょ
う
。

日
本
人
で
あ
る
こ
と
に
は
深
い
意
味
が
あ
り
、
そ
れ
を
手
が
か
り
に
命
の
意
味
を
、
社
会
の
あ
り
よ

う
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

表
現
も
仏
教
色
を
極
力
押
さ
え
て
行
く
研
究
が
進
ん
で
い
き
ま
す
。

な
ぜ
神
道
書
を
書
く
の
か
？
、
あ
る
が
ま
ま
の
姿
を
感
じ
て
命
を
自
然
を
理
解
す
る
、
本
来
の
意
味

か
ら
い
え
ば
全
く
の
亜
流
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

し
か
し
こ
の
時
代
に
も
、
人
々
が
手
に
取
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
人
は
理
解
す
る
こ
と
も
無
く
、
本

来
の
日
本
人
の
あ
り
よ
う
も
衰
退
し
て
し
ま
う
危
機
感
が
神
道
者
に
筆
を
取
ら
し
た
の
で
す
。
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第
二
節

「
神
道
大
意
本
編
の
超
訳
」

神
と
は
何
か
？
、
感
じ
て
い
る
こ
と
を
言
葉
で
書
く
こ
と
は
完
全
に
は
難
し
い
が
、
そ
の
手
が
か
り

と
は
な
る
だ
ろ
う
。

そ
の
手
が
か
り
と
し
て
こ
こ
に
書
か
れ
る
も
の
。

神
は
宇
宙
が
で
き
る
よ
り
先
に
あ
り
、
天
地
が
定
ま
る
よ
う
に
な
っ
た

そ
の
形
を
考
え
た
も
の
も
神
と
捉
え
ま
す
。

昼
と
夜
が
あ
る
よ
う
に
寒
暖
の
差
に
よ
っ
て
植
物
の
育
成
が
進
む
よ
う

に
、
違
い
が
あ
っ
て
初
め
て
物
事
は
成
長
し
、
お
互
い
の
違
い
に
よ
っ
て

影
響
し
あ
い
変
化
し
ま
す
。

そ
れ
は
時
と
共
に
移
り
変
わ
れ
る
も
の
な
の
で
す
が
、
常
に
最
適
化
し

よ
う
と
常
に
世
界
は
不
完
全
で
す
。

不
完
全
で
な
い
か
ら
こ
そ
完
全
な
の
で
し
ょ
う
。

そ
の
違
い
や
成
長
す
る
根
本
要
素
を
「
陰
」
「
陽
」
と
仮
に
言
う
こ
と

に
し
、
そ
の
変
化
し
よ
う
と
す
る
形
も
意
思
も
、
そ
れ
も
神
と
捉
え
ま
す
。

つ
ま
り
世
界
が
最
適
化
を
め
ざ
す
不
完
全
さ
と
、
不
完
全
さ
ゆ
え
の
最

適
化
の
相
克
の
要
素
も
神
々
は
生
み
出
し
た
。

そ
し
て
宇
宙
や
天
地
の
中
に
在
る
意
思
を
「
神
」
と
い
い
。
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万
物
の
中
に
自
然
の
中
に
あ
る
意
思
や
命
に
あ
る
意
思
た
ち
を
「
霊(

神
霊)

」
と
い
い
。

人
倫
の
中
に
在
る
も
の
を
「
心
」
と
い
う
。

(
此
処
で
人
倫
と
あ
る
の
は
、
感
情
に
左
右
さ
れ
る
移
ろ
う
意
思
の
こ
と
で
は
な
く
、
魂
や
人
の
善

性
や
他
の
存
在
と
つ
な
ぐ
心
神
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う)

心
と
は
神
な
り
、
人
の
体
に
在
っ
て
そ
れ
を
司
る
も
の
故
に
。

神
は
宇
宙
天
地
の
根
本
を
司
っ
て
い
る
。

ま
た
物
質
そ
の
も
の
で
も
あ
り
、
宇
宙
や
自
然
の
運
行
そ
の
も
の
で
も
あ
り
、
そ
れ
ら
の
意
思
で
も

あ
る
。

そ
れ
ら
を
神
と
い
う
。

万
物
の
中
に
在
っ
て
は
霊(

神
霊)
と
い
い
、
人
に
あ
っ
て
は
心
や
運
命
を
も
司
り
影
響
を
与
え
る
。

神
と
は
無
形
に
し
て
す
べ
て
の
物
質
の
中
に
存
在
し
て

い
る
。

物
質
が
動
く
前
の
始
ま
り
を
与
え
る
の
は
形
無
き
も
の

で
あ
り
、
ま
た
命
を
養
う
も
の
で
も
あ
る
。
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第
三
節

人
体
に
五
臓
が
あ
っ
て
五
神
あ
り
、
其
々
臓
器
を
守
り
其
々
に
意
思
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
体
内
に

あ
る
「
神
」
を
「
た
ま
し
い
」
と
い
う
。

目
に
様
々
な
も
の
を
映
し
て
い
る
が
、
目
は
そ
れ
ら
を
見
て
い
る
の
で
は
な
い
。
目
に
映
る
も
の
は

そ
の
存
在
で
あ
り
動
き
で
あ
り
意
思
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
神
と
捉
え
る
。

耳
で
様
々
な
こ
と
を
聞
い
て
い
る
が
、
耳
は
そ
れ
ら
を
聴
い
て
い
る
の
で
は
な
い
。
耳
に
聴
こ
え
る

そ
の
真
相
を
神
と
捉
え
る
。

鼻
で
香
り
を
、
口
に
味
を
、
身
の
感
触
寒
暖
も
同
じ
く
神
の
働
き
で
す
。

体
の
五
臓
や
知
覚
関
す
る
も
の
す
べ
て
、
心
の
神
「
心
神
」
を
守
る
社
と
し
て
、
形
は
宇
宙
天
地
の

法
則
が
同
じ
く
息
づ
い
て
お
り
、
同
根
で
あ
る
こ
と
を
。

天
神
は
七
代
に
し
て
、
地
神
は
五
代
を
会
わ
せ
十
二
神
と
数
え
ま
す
。

神
々
は
神
力
を
も
ち
い
て
、
宇
宙
・
天
地
を
作
り
、
万
物
・
万
類
を
育
成
し
養
育
し
た
。

そ
の
十
二
の
神
々
に
守
ら
れ
る
よ
う
、
一
日
を
十
二
時
と
な
っ
て
お
り
、
年
は
１
２
ヶ
月
あ
る
。

人
に
十
二
の
経
絡(

気
の
通
り
道)

が
あ
り
、
ま
た
十
二
の
因
縁
と
な
っ
て
い
る
。

宇
宙
で
あ
り
天
地
自
然
で
あ
れ
人
間
の
体
で
あ
れ
、
す
べ
て
に
神
々
の
力
は
働
い
て
い
る
。

そ
れ
ら
の
こ
と
を
知
れ
ば
、
天
の
運
行
も
、
地
の
運
行
も
生
き
と
し
生
け
る
も
の
全
て
の
か
か
わ
り

兼
ね
合
い
の
、
千
編
万
化
も
神
々
の
な
す
も
の
と
知
る
だ
ろ
う
。
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第
四
節

天
地
の
霊
気
を
受
け
て
、
天
神
・
地
神
の
違
う
性
質
の
二
つ
が
体
の
中
に
保
た
れ
て
い
る
。

大
い
な
る
世
界
に
お
い
て
は
交
わ
ら
な
い
も
の
も
、
人
の
身
の
中
に
よ
っ
て
同
居
し
交
わ
っ
て
い
る

そ
れ
は
運
命
で
あ
る
。

そ
の
二
つ
を
人
体
に
比
し
て
み
れ
ば
理
解
で
き
る
。

七
柱
の
天
神
の
化
身
は
、
頭
に
七
穴
あ
っ
て
天
の
七
星
に
も
現
れ
る
。(

目
二
つ
・
耳
二
つ
・
鼻
二

つ
・
口
一
つ)

五
柱
の
地
神
の
化
身
は
、
体
内
に
あ
る
五
臓
で
あ
り
、
地
の
運
行
の
五
行
で
す
。

天
地
合
わ
せ
て
十
二
あ
っ
て
こ
れ
ら
は
天
神
地
祇
の
合
一
の
姿
。

日
と
月
は
天
地
の
魂
魄
で
あ
り
、
天
地
の
運
行
に
欠
か
し
て
は
な
ら
な
い
存
在
。

人
の
魂
魄
は
日
月
二
神
の
霊
性
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。(

日
の
神
を
天
照
大
神
、
月
の
神

を
月
読
大
神
と
申
し
ま
す)

神
の
道
の
心
を
守
る
者
は
、
天
地
の
日
月
の
霊
性
を
正
し
く
受
け
る
。

心
動
く
と
き
に
は
、
魂
魄
も
動
き
、
心
乱
す
と
き
に
は
魂
魄
も
乱
れ
る
。

心
平
静
な
る
時
に
は
、
魂
魄
も
穏
や
か
で
す
。

魂
魄
の
不
安
定
は
運
命
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
。

心
や
魂
魄
を
守
る
と
き
に
は
、
鬼
神(

様
々
な
意
味
が
あ
り
ま
す
。
心
身
に
影
響
あ
る
神
々
や
神
霊
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や
霊
な
ど
と
捉
え
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。
後
の
節
に
て
解
説
が
あ
り
ま
す)

を
鎮
め
や
祭
り
を
お
こ
な

う
が
良
い
の
で
す
。

鬼
神
鎮
め
を
お
こ
な
わ
ず
、
心
や
魂
魄
を
守
ろ
う
と
し
な
い
時
は
、
鬼
神
乱
れ
て
災
難
を
引
き
寄
せ

ま
す
。

鬼
神
が
乱
れ
れ
ば
、
災
難
の
兆
し
が
生
ま
れ
や
が
て
種
と
な
り
、
そ
れ
が
成
長
す
れ
ば
災
難
と
な
る

の
で
す
。

そ
れ
よ
り
守
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
要
た
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
自
己
の
心
の
神
「
心
神
」
を
祭
り
、
祓
を
お
こ
な
う
こ
れ
以
上
の
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
を
内
清
浄
と
呼
び
、
外
清
浄
と
い
い
ま
す
。

第
五
節

心
に
は
七
つ
の
景
色
が
あ
り
ま
す
。

「
喜
び
」
「
怒
り
」
「
哀
し
み
」
「
楽
」
「
愛
」
「
悪
」
「
欲
」
と
い
う
も

の
が
あ
り
ま
す
。

心
や
魂
魄
が
人
体
に
あ
た
え
る
巡
り
が
あ
り
ま
す
。

「
生
」
「
長
」
「
老
」
「
病
」
「
死
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
も
合
わ
せ
て
十
二
あ
っ
て
、
神
代
か
ら
の
数
な
の
で
す
。
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心
が
躍
動
す
る
の
も
神
々
の
作
用
が
働
い
て
い
な
い
と
は
言
え
ず
、
人
が
成
長
し
形
を
整
え
変
化
し

て
ゆ
く
の
も
同
じ
で
、
神
々
の
作
用
か
ら
離
れ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

喜
び
の
心
が
過
ぎ
る
と
「
肝
臓
」
を
守
る
神
が
痛
む
。

怒
の
り
心
が
過
ぎ
る
と
「
心
臓
」
を
守
る
神
が
痛
む
。

哀
し
む
心
が
過
ぎ
る
と
「
肺
蔵
」
を
守
る
神
が
痛
む
。

楽
し
い
心
が
過
ぎ
る
と
「
腎
臓
」
を
守
る
神
が
痛
む
。

愛
す
る
心
が
過
ぎ
る
と
「
胆
臓
」
を
守
る
神
が
痛
む
。

悪
の
心
が
過
ぎ
る
と
「
大
腸
」
を
守
る
神
が
痛
む
。

欲
の
心
が
過
ぎ
る
と
「
脾
臓
」
を
守
る
神
が
痛
む
。

神
道
に
よ
っ
て
生
き
方
を
考
え
ま
す
に
、
穢
れ
と
い
う
も
の
を
嫌
い
ま
す
。

ま
ず
は
自
己
の
執
着
の
心
を
「
忌
む
義(

正
し
き
心
に
よ
っ
て
嫌
う
の
意
味)

」
な
の
で
す
。

「
忌
」
の
字
は
、
「
己
」
が
「
心
」
と
合
わ
さ
っ
て
作
ら
れ
る
も
の
。

自
分
は
そ
ん
な
こ
と
な
ど
知
り
ま
せ
ん
、
ま
し
て
や
穢
れ
や
体
内
の
神
々
が
自
分
の
心
や
行
い
に
よ
っ

て
痛
む
な
ど
自
分
に
関
係
な
い
と
言
う
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

肉
体
が
有
る
者
な
ら
ば
、

喜
び
が
な
い
と
は
言
え
ま
せ
ん
。

怒
り
が
な
い
と
は
言
え
ま
せ
ん
。

哀
し
ま
な
い
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
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楽
し
み
が
な
い
と
は
言
え
ま
せ
ん
。

愛
が
な
い
と
は
言
え
ま
せ
ん
。

悪
い
こ
と
を
考
え
な
い
と
は
言
え
ま
せ
ん
。

欲
が
な
い
と
は
言
え
ま
せ
ん
。

過
ぎ
る
こ
と
と
、
必
要
を
満
た
し
て
い
な
い
の
は
災
難
と
な
っ
て
現
れ
ま
す
。

ま
た
場
合
に
よ
っ
て
は
病
気
と
な
っ
て
現
れ
ま
す
。

自
己
の
心
と
対
話
し
て
制
御
し
、
心
の
調
和
を
も
た
ら
す
者
は
神
々
の
ご
加
護
が
篤
い
者
な
の
で
す
。

第
六
節

神
を
知
る
こ
と
を
「
悟
り
」
と
言
い
ま
す
。

神
を
知
ら
な
い
こ
と
を
「
迷
い
」
と
言
い
ま
す
。

神
を
知
ら
な
い
「
迷
い
」
に
あ
る
者
は
自
分
が
迷
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
せ
ん
。

迷
っ
て
い
る
こ
と
に
気
付
き
ま
せ
ん
か
ら
、
鬼
神
を
引
き
寄
せ
て
道
を
失
う
の
で
す
。

道
を
失
う
と
は
心
の
指
針
が
な
く
な
り
、
運
命
は
し
ぼ
み
、
心
は
乱
れ
、
や
が
て
生
き
る
場
所
を
失

う
と
い
う
こ
と
で
す
。
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神
を
知
り
悟
る
も
の
は
、
「
正
」
を
知
っ
て
い
ま
す
か
ら
「
迷
い
」
と
い
う
も
の
を
見
極
め
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

「
迷
い
」
見
極
め
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
は
鬼
神
を
祀(

祭)

る
。

迷
い
を
も
た
ら
す
鬼
神
を
祀
り
、
荒
れ
る
気
を
鎮
め
祓
い
清
め
る
と
き
に
「
道
は
治
り
」
ゆ
く
。

道
治
っ
て
ゆ
く
と(

運
気
が
修
正
さ
れ
る
と)

そ
の
他
の
こ
と
も
次
第
に
好
転
し
ま
す
。

正
し
く
運
が
好
転
し
て
ゆ
く
と
き
、
努
力
の
成
果
が
出
て
き
ま
す
。

努
力
の
成
果
が
出
て
く
れ
ば
名
声
を
得
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

神
々
を
祭
る
者
は
安
寧
を
得
る
。

神
々
を
祭
ら
ぬ
者
は
危
う
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

第
七
節

神
々
に
は
大
き
く
役
割
や
性
格
な
ど
を
基
に
分
類
す
れ
ば
三
つ
の
位
が
あ
り
ま
す
。

一
に
は
元
神
と
い
い
ま
す
。

二
に
は
託
神
と
い
い
ま
す
。

三
に
は
鬼
神
と
い
い
ま
す
。
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一
の
元
神
は
宇
宙
や
日
月
星
辰
な
ど
の
神
々
を
指
し
ま
す
。

そ
の
存
在
は
天
に
輝
き
、
そ
の
神
徳
は
三
界
に
お
よ
び
ま
す
。

(
三
界
に
は
様
々
な
説
が
あ
り
ま
す
が
、
此
処
で
は
神
界
・
現
世
・
幽
世
と
考
え
て
お
く
と
良
い
で

し
ょ
う)

そ
れ
ら
の
神
々
の
物
理
的
側
面
は
見
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
す
が
、
そ
の
妙
体(

正
体)

を
見
る
こ
と

は
な
か
な
か
に
難
し
い
で
す
。

元
神
は
き
わ
め
て
清
浄
で
玄
妙
な
み
え
ざ
る
存
在
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

二
の
託
神
は
人
間
の
よ
う
な
情
の
中
に
浸
か
っ
て
い
な
い
存
在
で
す
。

情
の
中
に
浸
か
ら
な
い
と
は
近
く
い
え
ば
草
木
な
ど
の
類
に
近
い
で
し
ょ
う
。

大
地
に
て
は
命
の
根
源
た
る
気
を
運
び
、
時
と
し
て
凝
固
し
て
意
識
も
持
つ

で
し
ょ
う
。

空
に
出
て
は
雲
の
よ
う
に
風
の
よ
う
に
形
を
現
す
で
し
ょ
う
。

四
季
に
応
じ
て
生
老
病
死
を
連
想
さ
せ
る
色
彩
や
風
景
を
写
す
し
出
す
で
し
ょ

う
。し

か
し
そ
れ
ら
の
存
在
は
無
心
無
念
な
の
で
す
。

そ
れ
ら
の
存
在
を
託
神
と
い
い
ま
す
。
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第
八
節

三
の
鬼
神
と
は
帰
神
と
も
書
く
場
合
が
あ
り
、
人
に
最
も
近
い
存
在
と
言
え
ま
す
。

僅
か
に
一
念
動
け
ば
、
心
は
他
の
世
界
へ
移
り
入
る
。

で
す
か
ら
心
に
天
地
を
感
じ
れ
ば
、
天
地
の
霊
は
我
の
中
に
帰
る(

来
る
と
解
釈
し
て
も
よ
い
か
と

思
い
ま
す)
。

心
に
草
木
を
感
じ
れ
ば
、
草
木
の
霊
は
我
に
帰
る
。

心
に
畜
類
を
感
じ
れ
ば
、
畜
類
の
霊
は
我
に
帰
る
。

心
に
他
人
を
感
じ
れ
ば
、
他
人
の
霊
は
我
に
帰
る
。

字
に
現
れ
て
い
ま
す
「
鬼
」
と
は
「
帰
」
と
。

鬼
神(

帰
神)

は
心
や
霊
体
の
賓
客
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

他
よ
り
来
て
他
に
帰
る
、
ま
た
家
を
出
て
家
に
帰
る
か
の
よ
う
で
す
。

鬼
神
と
は
万
物
に
宿
る
意
思
体
と
捉
え
て
も
大
き
な
間
違
い
は
な
い
で
し
ょ
う
。

ま
た
人
の
よ
り
所
と
す
る
べ
き
と
こ
ろ
で
す
。

元
神
や
託
神
な
ど
と
人
を
つ
な
ぐ
役
目
も
果
た
す
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

国
の
命
脈
に
関
わ
る
神
も
こ
の
範
疇
に
入
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

土
地
を
守
る
御
神
霊
も
そ
の
範
疇
に
入
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

人
の
善
悪
に
感
応
し
て
そ
れ
を
助
け
る
事
も
あ
る
と
考
え
れ
ま
す
。

14



正
し
く
祀
ら
れ
た
先
祖
も
そ
の
範
疇
に
入
る
と
考
え
る
こ
と
も
出
来
ま
す
。

鬼
神
が
鎮
ま
る
と
き
は
国
家
は
安
寧
し
、
民
は
安
ら
ぎ
ま
す
。

鬼
神
が
乱
れ
る
と
き
は
国
家
は
危
機
に
陥
り
ま
す
。

先
賢
た
ち
は
神
々
を
祭
り
。

霊
山
鎮
守
の
た
め
に
神
々
を
祭
り
。

各
地
の
重
要
な
土
地
に
神
社
を
建
立
し
て
祭
り
。

国
々
村
々
に
神
々
を
祭
っ
た
。

其
々
の
家
々
に
先
祖
を
祀
り
、
人
倫
の
道
を
守
る
。

<

神
名
や
系
譜
、
各
々
神
々
の
記
載
あ
れ
ど
も
日
本
書
紀
・
古
事
記
の
記
載
を
読
ま
れ
た
し
。>
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別
記
「
研
究
問
題
点
と
古
日
本
的
精
神
へ
の
回
帰
視
野
」

神
道
と
は
読
ん
で
字
の
ご
と
く
「
神
の
道
」
で
す
。

道
と
は
物
や
人
を
運
ぶ
の
に
適
し
た
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。

た
だ
神
の
道
と
い
う
か
ら
に
は
社
会
環
境
上
の
道
と
い
う
範
囲
で
捉
え
て
狭
い
範
囲
で
神
道
を
定
義

し
て
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

神
と
い
う
視
点
か
ら
論
じ
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
、
そ
の
視
点
で
見
る
な
ら
ば
日
本
人
の
受
け
継

い
だ
も
の
で
あ
り
、
と
く
に
日
本
の
神
々
を
信
仰
す
る
様
々
な
形
で
あ
り
、
教
義
で
あ
り
建
築
様
式
や

調
度
品
の
数
々
で
あ
り
、
神
話
や
古
典
文
献
で
あ
り
、
人
間
の
持
つ
秘
力
へ
の
探
求
と
神
々
の
世
界
と

の
関
わ
り
方
で
あ
り
、
古
来
よ
り
受
け
継
が
れ
る
秘
儀
の
数
々
。

書
き
出
せ
ば
数
限
り
な
い
も
の
で
あ
る
の
だ
ろ
う
が
、
日
本
の
神
々
が
日
本
人
の
形
を
日
本
人
た
ら

し
め
て
い
る
構
成
要
素
の
根
幹
部
分
こ
そ
が
神
道
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

例
え
ば
つ
ま
ら
な
い
論
議
の
一
つ
二
つ
を
あ
げ
て
論
じ
れ
ば
、
神
話
と
神
社
の
つ
な
が
り
へ
の
疑
問

や
、
神
話
や
教
義
と
祈
祷
や
儀
式
の
関
連
性
へ
の
疑
問
な
ど
人
間
的
視
野
で
論
じ
れ
ば
い
か
に
も
真
剣

み
の
あ
る
話
だ
が
、
こ
と
神
々
の
視
点(

神
道
の
範
囲
に
入
る
も
の
を
時
間
的
に
成
長
発
展
さ
せ
た
意

思
と
い
う
意
味
で)

か
ら
観
て
み
れ
ば
、
ま
こ
と
に
些
細
な
論
議
に
過
ぎ
な
い
。

こ
こ
は
恐
ら
く
で
申
し
訳
な
い
の
だ
が
、
神
々
の
視
点
と
い
う
モ
ノ
を
考
え
た
と
き
に
、
そ
れ
が
必

要
だ
か
ら
時
間
を
か
け
て
発
展
成
長
さ
せ
ま
た
は
そ
れ
ら
の
種
を
用
意
し
た
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
意
味
が
わ
か
ら
ぬ
と
申
さ
れ
る
方
に
、
神
の
特
性
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

神
と
は
「
火
」
と
「
水
」
を
あ
わ
せ
て
読
め
ば
「
カ
ミ
」
と
も
読
め
る
よ
う
に
、
相
反
す
る
性
質
の
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も
の
を
同
時
に
内
包
し
て
反
し
な
い
存
在
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

相
反
す
る
と
人
間
の
単
純
な
眼
で
見
れ
ば
そ
う
な
る
の
だ
ろ
う
が
、
詳
し
く
追
求
し
て
ゆ
け
ば
そ
れ

ら
を
利
用
し
て
多
大
な
恩
恵
を
受
け
現
代
文
明
の
基
礎
と
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。

つ
ま
り
近
視
的
に
見
れ
ば
相
反
す
る
性
質
の
も
の
で
あ
っ
て
も
、
遠
視
的
ま
た
は
化
学
反
応
的
に
研

究
を
進
め
て
ゆ
け
ば
神
々
の
性
質
に
近
い
も
の
を
理
解
し
制
御
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
う
い
う
視
野
か
ら
見
て
み
れ
ば
、
日
本
精
神
文
化
を
支
え
る
に
必
要
な
、
日
本
の
精
神
根
幹
を
指

す
言
葉
が
神
道
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
な
が
ち
間
違
い
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

神
道
を
研
究
し
て
い
て
行
き
詰
る
箇
所
が
い
く
つ
か
あ
る
。

や
れ
ば
や
る
ほ
ど
わ
か
ら
な
く
成
る
部
分
が
あ
る
。

神
社
神
道
で
は
あ
え
て
教
義
や
神
話
を
語
ら
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
部
分
が
あ
り
ま
す
。

教
義
と
は
日
本
の
神
々
を
信
仰
し
生
き
る
規
範
や
考
え
方
の
基
準
と
な
る
も
の
。

神
話
と
神
様
の
ご
利
益
が
結
び
つ
か
な
い
場
合
が
あ
る
な
ど
と
い
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

な
ぜ
神
社
神
道
と
教
義
が
結
び
つ
き
難
い
か
と
い
う
と
、
神
々
へ
の
信
仰
と
商
売
や
学
問
の
神
様
と

い
っ
て
い
る
部
分
に
開
き
が
あ
る
か
ら
で
す
。

教
義
に
は
神
々
を
知
る
と
い
う
こ
と
が
含
ま
れ
ま
す
、
た
と
え
ば
稲
荷
の
神
は
土
地
の
神
で
あ
り
豊

饒
を
祈
り
助
け
て
く
だ
さ
る
よ
う
に
と
い
う
発
祥
が
あ
り
商
売
と
は
結
び
つ
き
難
い
と
い
う
矛
盾
が
生

じ
る
。

こ
う
い
う
問
題
が
多
発
す
る
わ
け
で
す
。

教
義
は
信
仰
を
助
け
て
、
個
人
と
神
を
結
び
付
け
ま
す
。
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神
社
が
悪
い
の
で
は
な
く
運
営
に
関
す
る
方
々
が
、
そ
の
あ
り
方
や
本
質
が
霞
ん
で
い
る
と
い
う
こ

と
が
あ
る
だ
け
な
の
で
、
神
社
に
対
す
る
お
参
り
は
と
て
も
大
切
な
こ
と
で
す
。

た
と
え
ば
神
社
に
は
そ
の
土
地
を
安
定
化
さ
せ
、
そ
こ
に
住
む
人
の
精
神
を
安
ん
ず
る
作
用
を
持
っ

て
い
る
と
感
覚
の
鋭
い
人
は
見
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

ま
さ
し
く
そ
の
通
り
で
有
名
ど
こ
ろ
で
い
え
ば
各
元
伊
勢
神
社
を
線
で
結
べ
ば
百
三
十
近
く
の
法
則

の
あ
る
三
角
形
が
現
出
す
る
の
で
あ
り
、
古
代
結
界
法
が
そ
こ
に
現
出
す
る
。

そ
の
よ
う
な
幾
重
に
も
隠
さ
れ
な
が
ら
も
永
続
的
に
日
本
を
守
り
、
そ
こ
に
住
ん
で
い
る
も
の
た
ち

を
守
る
シ
ス
テ
ム
が
古
代
よ
り
構
築
さ
れ
維
持
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
知
れ
ば
、
神
社
と
い
う
建
物
が
あ

り
そ
こ
に
神
職
が
祭
祀
を
執
り
行
い
祈
る
こ
と
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
る
真
実
を
知
れ
ば
そ
れ
は
多

大
な
る
意
味
を
持
っ
て
く
る
。

知
識
を
も
っ
て
思
考
す
る
と
き
、
凡
そ
削
除
的
で
合
理
的
で
な
い
も
の
や
可
能
性
の
無
い
も
の
を
削

除
し
無
難
な
も
の
を
残
す
性
質
を
持
っ
て
い
る
。

そ
う
い
う
目
線
で
物
事
を
考
え
る
と
き
、
神
々
が
計
画
し
て
残
し
た
も
の
の
全
容
を
見
る
こ
と
は
で

き
は
し
な
い
。

も
し
か
し
た
ら
そ
れ
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
興
味
か
ら
物
事
を
始
め
、
「
疑
わ
ず
信
じ
す
ぎ

ず
試
し
て
み
る
」
を
繰
り
返
し
そ
の
先
に
神
々
の
目
線
を
垣
間
見
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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編
集
後
記

日
本
文
化
を
大
切
に
し
神
様
や
魂
や
霊
な
ど
を
信
じ
る
方
の
た
め
に
こ
れ
は
製
作
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
Ｐ
Ｄ
Ｆ
デ
ー
タ
内
の
文
章
お
よ
び
写
真
画
像
な
ど
の
無
断
転
載
を
禁
じ
ま
す
。

許
可
無
く
サ
イ
ト
な
ど
に
ア
ッ
プ
デ
ー
タ
し
て
の
配
布
を
禁
じ
ま
す
。

家
族
・
友
人
間
へ
の
デ
ー
タ
の
譲
渡
は
認
め
ま
す
が
、
一
部
引
用
な
ど
で
の
引
渡
し
を
し
な
い
で
く

だ
さ
い
。

著
作
権
は
保
持
し
て
い
ま
す
。
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