
みかぐらうたの用語【よろづよ八首（第4）、十二下り（5節）】４例以上のみ

【こころ－26例】 ４－八ツ やまひのすつきりねはぬける こゝろはだんだんいさみくる 【やまい（やむ）6例】

【たすけ―16例】 ４－五ツ いつもたすけがせくからに はやくやうきになりてこい

【かみ－15例】 ３－十ド このたびあらはれた じつのかみにはさうゐない

【いちれつ－10例】 ８－十ド このたびいちれつに すみきりましたがむねのうち

【よく－7例】 ８－四ツ よくのこゝろをうちわすれ とくとこゝろをさだめかけ 【さだめ－6例】

【せかい－6例】 １１－三ツ みれバせかいがだんだんと もつこになうてひのきしん 【ひのきしん－4例】

【つとめ－6例】 ４－四ツ よるひるどんちやんつとめする そばもやかましうたてかろ

【たね－5例】 ７－八ツ やしきハかみのでんぢやで まいたるたねハみなはへる 【でんち－4例】

【こえ－4例】 １１－四ツ よくをわすれてひのきしん これがだいゝちこえとなる

1

「みかぐらうた」は、仮名で書かれ、言葉もやさしく、
分かり易いので説明はいらない！？

12下りの
解説



三
下
り
目

一
ツ

ひ
の
も
と
し
よ
や
し
き
の

つ
と
め
の
ば
し
よ
ハ
よ
の
も
と
や

二
ツ

ふ
し
ぎ
な
つ
と
め
ば
し
よ
ハ

た
れ
に
た
の
み
は
か
け
ね
ど
も

三
ツ

み
な
せ
か
い
が
よ
り
あ
う
て

で
け
た
ち
き
た
る
が
こ
れ
ふ
し
ぎ

四
ツ

よ
う
よ
う
こ
ゝ
ま
で
つ
い
て
き
た

じ
つ
の
た
す
け
ハ
こ
れ
か
ら
や

五
ツ

い
つ
も
わ
ら
は
れ
そ
し
ら
れ
て

め
づ
ら
し
た
す
け
を
す
る
ほ
ど
に

六
ツ

む
り
な
ね
が
ひ
は
し
て
く
れ
な

ひ
と
す
ぢ
ご
ゝ
ろ
に
な
り
て
こ
い

七
ツ

な
ん
で
も
こ
れ
か
ら
ひ
と
す
ぢ
に

か
み
に
も
た
れ
て
ゆ
き
ま
す
る

八
ツ

や
む
ほ
ど
つ
ら
い
こ
と
ハ
な
い

わ
し
も
こ
れ
か
ら
ひ
の
き
し
ん

九
ツ

こ
ゝ
ま
で
し
ん
じ
ん
し
た
け
れ
ど

も
と
の
か
み
と
ハ
し
ら
な
ん
だ

十
ド

こ
の
た
び
あ
ら
は
れ
た

じ
つ
の
か
み
に
は
さ
う
ゐ
な
い

非常に素直に読めてしまう。

「ぢば信仰」「天理王」の信仰に入ってしまう。 2

疑問を感じながら読む。
① 幕末、明治初めには、教
祖の住いがあった「庄屋敷
村」でも「つとめ」はまだ行わ
れていなかった。
いま日本国内だけでも１万
以上の教会がある。それを
どう考えたらいいのだろうか。

② 「もとのかみ」というが、
もともとの神名は、「てんり
んおう」であった。
「天理」は「天の理」で、それ
ゆえ「元、実の神」であると
理解している。
これが「転輪王」だったら、ど
のような理解したらいいのか。

①

②



3

あまり深く考えない方が、
今の天理教団の信仰には都合がよい。

①

「みかぐらうた」の解釈があまりされない理由

「みかぐらうた」の解釈は、
天理教が一派独立するための

政府への提出文書としてまず行われた。

②

「
み
か
ぐ
ら
う
た
」に
限
ら
ず
、
「お
ふ
で
さ

き
」も
あ
ま
り
解
説
さ
れ
ま
せ
ん
ね
。

天
理
教
っ
て
、
勉
強
す
る
こ
と
を
厭
う
よ
う

な
雰
囲
気
が
あ
り
ま
す
ね
。

あ
ま
り
知
ら
れ
た
く
な
い
こ
と
が
多
い
の
で

し
ょ
う
か
。

②について説明します。



『御神楽歌述義全』は、中山新治郎編集
となっていて、実際に書いたのは、１９００
年（明治33）に、一派独立を目的とする教
義と組織の整備に着手するために、本部
から依頼された中西牛郎と思われる。
みかぐらうたの解釈本として明治33年に
『御神楽歌釈義』がまず書かれ、これを
ベースにして『御神楽歌述義全』が書か
れたようである。
『釈義』及び『述義』が印刷された「みかぐ
らうた」の最初の解説書であり、それは、あ
とから書かれた解釈本に、特に戦前は、
大きな影響を与えている。
どのように影響を与えているかを、一下り
目、「こえのさづけ」と「さんざいこころ」につ
いて、他本と較べてみた。

4

『御神楽歌述義全』をベースにみかぐらうた解釈を考える
（一下り「１ツ」「三ニ」について）



5

『述義』は、十二下りを『みかぐらう
た』の本編（12編）とし、その序歌と
して、よろづよの8首とかぐらの3首、
計11章としている。

神の救済の恩寵
を受け、罪悪、禍
害を除いてもらう
ための信仰が説
かれている。

教祖の教えはそ
のようなものだっ
たのだろうか？



参照する「みかぐらうた」の解釈本
①明治33年10月26日発行 中山新治郎（発行兼著者）天理教会本部（発行所）『御神楽歌釈義』
②明治39年12月3日発行 中山新治郎（編集兼発行者）『御神楽歌述義』
③大正11年9月10日発行 神田豊穂著 春秋社（発行所）天理教全書』「お神楽歌解釈」
④大正13年7月13日発行 藤川春雄著 心の友社（発行所） 『御かくら歌詳解』
⑤大正14年11月20日発行 安江明（編集者） 『御神楽歌神意－真の宝』
⑥昭和12年（内容は、明治36年まで） 諸井政一著 『正文遺韻』山名大教会発行
⑦昭和24年以降 富森芳太郎著 『御神楽歌理解噺』 （未刊）

6

①③④⑤

参考
『みかぐらうた略註』
昭和24年上田嘉成編



『
御
神
楽
歌
述
義
』

7

『
御
神
楽
歌
釈
義
』

『
天
理
教
全
書
』
大
正
十
一
年

『
述
義
』『
釈
義
』は
、
救
済
の
恩
寵
を
人
間
に
伝
え
る
天
の
声
と
し
て
い
る
。

『
全
書
』は
、
そ
の
説
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
る
。



『
御
か
く
ら
歌
詳
解
』

8

『
詳
解
』は
、
「天
啓
の
声
」説
を
語
義
と
し
て
い
る
が
、
「
註
」で
「
肥
」説
を
紹
介
し

て
い
る
。



『
真
の
宝―

御
神
楽
歌
解
釈
』
9

『
真
の
宝
』は
、
余
計
な
こ
と
が
た
く
さ
ん
書
か
れ
て
い
る
。
「こ
え
」は
「こ
こ
ろ
の
こ

え
」と
し
て
い
る
。



10

『
正
文
遺
韻
』(

２
４
１
頁
・
昭
和
十
二
年
・
山
名
大
教
会
発
行)

『
御
神
楽
歌
略
註
』(

上
田
嘉
成
編
初
版
昭
和
二
十
四
年)

『
正
文
遺
韻
』は
、
山
名
初
代
諸
井
国
三
郎
の
子
、
諸
井
政
一
が
お
ぢ
ば
滞
在
中
の

明
治
21
年
か
ら
36
年
の
間
に
聞
い
た
話
を
書
き
留
め
た
も
の
。
「
肥
の
さ
づ
け
」と

し
て
い
る
。
『
御
神
楽
歌
述
義
』の
影
響
を
受
け
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
「
り
が

き
く
」と
な
っ
て
い
て
、
「
き
い
た
と
こ
ろ
で
、
し
れ
た
も
の
」と
実
効
性
に
は
否
定
的

で
あ
る
。戦

後
版
で
あ
る
。
「
肥
の
さ
づ
け
」に
な
っ
て
い
る
。



富
森
芳
太
郎
作

御
神
楽
歌
理
解
噺

一
下
り
目

教
祖
は
、
一
に
百
姓
助
け
た
い

と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
大
倭
地
方
は

知
行
所
の
関
係
で
年
貢
、
今
日
で
言
う
税
金
が
大
変
高
か
っ
た
の
で
、
三
昧
田
付
近
の

百
姓
た
ち
の
生
活
は

誠
に
み
じ
め
な
暮
ら
し
で
あ
り
ま
し
た
。
教
祖
は
御
幼
少
の
頃

か
ら
、
農
民
の
容
子
を
ご
覧
に
な
っ
て
い
て
、
身
に
染
み
て
感
ぜ
ら
れ
た
。
其
所
為
で

で
も
あ
り
ま
し
ょ
う
、
一
下
り
目
の
初
め
か
ら
収
穫
の
こ
と
を
仰
せ
ら
れ
て
ご
ざ
い
ま

す
。一

ツ

正
月

肥
の
授
け
は

や
れ
珍
ら
し
い

こ
の
お
歌
を
お
作
り
に
な
ら
れ
た
の
は
、
慶
応
三
年
の
お
正
月
で
あ
り
ま
し
た
の
と
、

御
維
新
改
政
の
御
予
測
か
ら
と
、
本
教
の
立
教
そ
の
も
の
が
此
の
世
の
立
替
と
い
う
御

主
意
か
ら
冒
頭
に
正
月
を
か
ぶ
せ
ら
れ
た
事
と
拝
察
い
た
し
ま
す
。

肥
の
授
け
と
云
う
の
は
、
お
授
け
の
一
種
で
あ
り
ま
す
が
特
別
の
型
で
、
所
定
の
肥
料
、

土
三
合
灰
3
合
糠
3
合
を
交
ぜ
合
わ
せ
た
肥
料
を
作
り
、
是
に
ご
祈
念
を
捧
げ
て
田
畑

に
施
し
ま
す
と
、
お
金
で
買
う
肥
料
四
十
貫
に
代
用
で
き
る
と
云
う
。
前
代
未
聞
の
コ

ヤ
シ
の
授
け
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
れ
は
誰
が
聞
い
て
も
珍
し
い
。
「
や
れ
」
は
、
感

嘆
詞
で
も
あ
り
、
歌
の
掛
声
で
も
あ
り
ま
す
。
此
の
前
年
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
豊

田
の
仲
田
様
と
辻
様
と
が
連
れ
立
っ
て
、
櫟
本
か
ら
治
道
村
を
経
て
、
郡
山
方
面
へ
お

助
け
に
出
ら
れ
た
帰
り
道
、
我
々
の
よ
う
な
小
百
姓
で
は
お
助
け
に
出
さ
せ
て
も
ら
う

の
に
、
小
遣
い
だ
け
で
も
馬
鹿
に
出
来
ん
困
っ
た
こ
と
や
、
と
述
懐
し
て
お
ら
れ
ま
し

た
が
、
翌
日
辻
先
生
が
御
屋
敷
へ
帰
ら
れ
ま
す
と
、
教
祖
は
「
道
の
路
銀
」
と
し
て
肥

授
け
よ
う
と
仰
せ
ら
れ
、
乃
ち
お
授
け
を
頂
か
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
辻
先
生
は
、
教

祖
は
見
抜
き
見
通
し
や
な
ア
と
感
心
し
た
り
感
謝
し
た
り
、
な
さ
っ
た
こ
と
で
あ
り
ま

し
た
。

そ
れ
か
ら
四
，
五
十
年
後
、
私
は
御
本
部
詰
員
室
で
ご
子
息
の
辻
先
生
に
お
会
い
し

ま
し
た
時
に
肥
の
授
け
の
出
来
栄
え
に
つ
い
て
お
伺
い
い
た
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
辻
先

生
は
、
私
は
初
め
半
肥
の
授
け
を
頂
き
ま
し
た
の
で
、
よ
そ(

他
家)

の
近
所
の
田
に
施

さ
れ
る
の
と
は
半
分
ほ
ど
の
肥
料
を
施
し
ま
し
た
。
米
で
も
麦
で
も
作
っ
て
い
る
中
途

で
は
私
宅
の
田
は
色
が
悪
く
、
取
り
入
れ
時
に
藁
が
目
立
て
短
い
、
そ
れ
で
も
収
穫
は

近
所
の
田
と
少
し
も
負
け
ま
せ
ん
で
し
た
。

後
に
は
、
丸
肥
の
授
け
を
頂
き
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
丸
丸
儲
け
得
も
あ
ん
ま
り
欲
が
深

す
ぎ
る
と
気
が
引
け
て
大
体
半
分
足
ら
ず
の
肥
は
施
し
て
お
り
ま
し
た
。
ま
れ
で
も
豊

年
の
年
に
は
多
く
、
不
作
年
に
は
少
な
く
や
っ
ぱ
り
他
家
と
同
じ
様
に
増
減
が
あ
り
ま

し
た
。

あ
る
年
、
父
に
一
寸
差
支
え
が
あ
り
ま
し
て
、
遠
い
と
こ
ろ
の
小
さ
い
田
一
枚
、
私
が

父
の
す
る
通
り
に
し
て
お
願
い
つ
と
め
い
た
し
ま
し
た
が
、
其
田
の
不
出
来
な
こ
と
、

実
に
半
分
以
下
で
あ
り
ま
し
た
。
大
体
肥
が
足
ら
ん
の
で
す
か
ら
、
当
た
り
前
で
は
あ

り
ま
す
が
阿
保
ら
し
ゅ
う
て
、
阿
保
ら
し
ゅ
う
て
、
父
は
そ
れ
を
見
て
、
何
の
授
け
で

も
お
授
け
は
一
名
一
人
の
心
に
お
与
え
く
だ
さ
る
の
や
か
ら
、
そ
ら
そ
う
や
な
ー
と
、

感
嘆
こ
れ
を
久
し
ゅ
う
す
と
い
う
姿
で
あ
り
ま
し
た

と
申
さ
れ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
ら
そ
う
や
な
ー
と
、
感
嘆
こ
れ
を
久
し
ゅ
う
す
と
い
う
姿
で
あ
り
ま
し
た

と
申
さ

れ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

あ
る
年
、
父
に
一
寸
差
支
え
が
あ
り
ま
し
て
、
遠
い
と
こ
ろ
の
小
さ
い
田
一
枚
、
私
が

父
の
す
る
通
り
に
し
て
お
願
い
つ
と
め
い
た
し
ま
し
た
が
、
其
田
の
不
出
来
な
こ
と
、

実
に
半
分
以
下
で
あ
り
ま
し
た
。
大
体
肥
が
足
ら
ん
の
で
す
か
ら
、
当
た
り
前
で
は
あ

富
森
芳
太
郎
氏
は
、
明
治
15
年
生
。
明
治
十
九
年
の
櫟
本
の
ご
苦
労
の
際
、
出
所

の
時
、
車
ま
で
教
祖
を
抱
き
上
げ
お
乗
せ
し
た
富
森
竹
松
氏
の
子
。
昭
和
六
年
よ

り
昭
和
四
十
四
年
ま
で
和
爾
分
教
会
２
代
会
長
。
こ
の
『
御
神
楽
歌
理
解
噺
』
は
、

新
教
典
が
出
来
た
昭
和
二
十
四
年
以
降
に
書
か
れ
て
い
る
。

11



あ
る
年
、
父
に
一
寸
差
支
え
が
あ
り
ま
し
て
、
遠
い
と
こ
ろ
の
小
さ
い
田
一
枚
、
私
が

父
の
す
る
通
り
に
し
て
お
願
い
つ
と
め
い
た
し
ま
し
た
が
、
其
田
の
不
出
来
な
こ
と
、

実
に
半
分
以
下
で
あ
り
ま
し
た
。
大
体
肥
が
足
ら
ん
の
で
す
か
ら
、
当
た
り
前
で
は
あ

り
ま
す
が
阿
保
ら
し
ゅ
う
て
、
阿
保
ら
し
ゅ
う
て
、
父
は
そ
れ
を
見
て
、
何
の
授
け
で

も
お
授
け
は
一
名
一
人
の
心
に
お
与
え
く
だ
さ
る
の
や
か
ら
、
そ
ら
そ
う
や
な
ー
と
、

感
嘆
こ
れ
を
久
し
ゅ
う
す
と
い
う
姿
で
あ
り
ま
し
た

と
申
さ
れ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
の
話
を
承
っ
た
私
こ
そ
実
に
感
嘆
こ
れ
を
久
し
く
し
た
次
第
で
あ
り
ま
し
た
。

さ
て
、
こ
の
肥
の
授
け
を
下
さ
る
時
に
「
道
の
路
銀
と
し
て
肥
授
け
よ
う
」
と
仰
せ

ら
れ
て
あ
り
ま
す
が
、
お
互
い
私
共
一
般
の
人
々
が
拝
戴
す
る
お
授
け
を
道
の
路
銀
と

名
付
け
て
も
良
い
と
は
申
し
ま
せ
ぬ
。

元
来
旅
行
す
る
に
は
路
銀
が
必
要
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
お
み
ち
と
い
う
道
を
行
く
旅

行
に
は
「
お
さ
ず
け
」
と
い
う
云
う
路
銀
が
必
要
で
あ
る
と
類
推
い
た
し
ま
す
れ
ば
一

寸
構
わ
ぬ
よ
う
に
も
思
わ
れ
ま
す
が
、
肥
の
授
け
は
特
定
の
人
に
の
み
お
渡
し
に
な
っ

た
の
で
あ
り
ま
し
て
、
お
授
け
を
金
に
代
え
よ
と
の
思
召
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
。

然
る
に
こ
の
頃
の
用
木
達
の
間
に
は
、
初
め
か
ら
一
文
無
し
で
単
独
布
教
に
出
て
も
、

匂
い
を
掛
け
て
は
お
授
け
を
取
り
次
ぎ
、
お
礼
を
貰
っ
て
食
費
に
宛
て
次
か
ら
次
へ
と

お
助
け
を
し
て
い
く
う
ち
に
、
寄
り
所
の
御
守
護
を
頂
き
続
い
て
布
教
所
か
ら
分
教
会

へ
と
仕
上
げ
て
い
く
、
こ
の
行
き
方
を
至
当
と
考
え
て
出
発
す
る
の
は
当
初
か
ら
無
理

で
あ
り
ま
す
。
大
体
全
然
性
質
の
違
っ
た
御
礼
金
を
当
て
に
し
て
、
し
か
も
是
を
自
分

の
夜
食
の
費
用
に
充
当
す
る
な
ど
は
以
て
の
外
で
ご
ざ
い
ま
す
。

ま
た
昔
か
ら
人
見
て
法
説
け
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
教
祖
は
相
手
に
よ
っ
て

違
っ
た
言
葉
で
教
え
を
説
か
れ
た
こ
と
が
往
々
あ
り
ま
し
た
。

河
原
町
大
教
会
初
代

会
長
深
谷
源
次
郎
先
生
は
、
こ
の
道
の
教
え
は
今
迄
に
聞
い
た
こ
と
の
な
い
助
け
話
。

イ
ヤ
助
か
り
話
は
天
よ
り
の
声
の
授
け
で
あ
る
、
こ
の
天
の
声
を
従
順
に
疑
わ
ず
に
受

け
取
れ
さ
え
す
れ
ば
、
ふ
し
ぎ
な
お
助
け
が
頂
け
る
と
教
祖
か
ら
聞
か
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
「
コ
エ
ノ
サ
ズ
ケ
ハ
」
と
歌
い
乍
ら
右
手
を
口
の
方
か
ら
右
寄
り
に
向
け
て

伸
ば
し
て
、
仕
方
話
を
な
さ
い
ま
し
た
の
を
、
私
は
別
席
第
三
回
席
で
聞
か
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
即
ち
八
社
様
第
三
首
の
「
何
か
委
細
」
と
い
う
仰
せ
が
声
の
授
け
の
こ

と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
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富
森
本
で
は
、
「
肥
の
授
け
」と
し
て
、
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
「
声
の
授
け
」の

話
は
、
付
け
足
し
の
よ
う
に
最
後
に
出
て
く
る
。

『
述
義
』
が
刊
行
さ
れ
た
以
降
の
解
釈
本
は
、
戦
前
で
は
、
す
べ

て
「
声
」
説
を
取
っ
て
い
る
。

『
正
文
遺
韻
』
は
、
明
治
３
６
年
ま
で
の
聞
き
書
き
で
あ
る
か
ら

か
、
「
肥
」
説
で
あ
る
。

富
森
本
は
、
新
教
典
が
出
来
て
か
ら
書
か
れ
た
も
の
で
、

「
肥
」
説
を
取
っ
て
お
り
、
末
尾
に
「
声
」
説
を
載
せ
て
い
る
。

こ
こ
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
深
谷
先
生
の
よ
う
な
話
が
、
戦
前
の
教

内
の
講
演
で
は
さ
れ
て
い
た
も
の
か
。

新
教
典
が
出
来
て
以
降
は
、
「
声
」
説
が
出
て
こ
な
い
の
は
、

旧
教
典
時
代
は
『
述
義
』
の
解
釈
に
強
く
規
定
さ
れ
て
い
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
の
か
。



『
天
理
教
全
書
』
大
正
十
一
年

『御神楽歌述義』
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『御神楽歌釈義』
『
御
神
楽
歌
詳
解
』

『
述
義
』『
釈
義
』『
全
書
』は
、
み
か
ぐ
ら
う
た
の
原
文
を
「
さ
ん
さ
い
」と
表
記

し
て
い
る
。
『
全
書
』の
解
釈
は
、
他
の
部
分
に
お
い
て
も
『
述
義
』を
そ
の
ま
ま

踏
襲
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
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『
真
の
宝―

御
神
楽
歌
解
釈
』

一
下
り
第
三
首
は「
三
に
散
財
心
を
定
め
」

是
は
遊
興
の
時
の
よ
う
な
愉
快
な
気
持
ち
で
お
授
け
を
せ
よ
と
の
思
召
し
で
あ
り
ま
す
。

お
神
楽
歌
の
講
義
本
が
出
始
め
た
明
治
30
年
頃
に
は
内
務
省
の
秘
密
訓
令
な
ど
で
天
理

教
は
財
産
蕩
尽
の
教
え
な
り
と
の
非
難
が
多
か
っ
た
の
で
初
代
真
柱
様
の
御
神
楽
歌
述
義

で
は
、
三
才
心
と
解
釈
せ
ら
れ
ま
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、
一
般
に
三
才
心
と
解
す
る
こ
と
に

な
っ
て
ご
ざ
い
ま
す
。
然
し
、
教
祖
が
お
手
踊
り
を
教
え
て
ご
ざ
る
時
に「
さ
ん
ざ
い
」
と
は

何
の
こ
と
で
ご
ざ
り
ま
す
る
問
う
た
人
が
あ
り
ま
し
て
、
教
祖
は「
お
前
方
、
山
狩
や
お
祝

い
の
時
に
太
鼓
た
た
い
た
り
歌
唄
う
た
り
踊
っ
た
り
し
て
騒
ぐ
や
ろ
、
ア
ノ
散
財
や
で
」
と

仰
せ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
人
変
に
思
う
て「
散
財
し
た
ら
宜
し
の
か
い
な
」
と
押
し
て
問
返

し
ま
し
た
。
教
祖
は「
散
財
せ
よ
と
は
言
う
で
無
い
、
い
つ
も
散
財
し
て
居
る
よ
う
な
「
陽
気

な
心
で
」
勇
ん
で
お
助
け
に
精
を
出
せ
と
言
ふ
事
が「
心
を
定
め
」
と
言
ふ
の
や
で
と
教
え

ら
れ
ま
し
た
そ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。

此
の
事
は
三
十
年
も
経
っ
た
後
そ
の
当
人
か
ら
聞
か
せ
て
も
ら
っ
た
話
で
あ
り
ま
す
か
ら

間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

尤
も
三
才
心
は
お
道
の
精
神
で
罪
も
欲
も
無
い
素
直
な
三
つ
子
の
様
な
純
真
な
心
に
帰
れ

と
は
教
祖
日
常
の
教
訓
で
あ
り
ま
し
て
、
お
指
図
に
も
「
さ
あ
さ
あ
生
ま
れ
子
は
持
た
せ

ば
持
ち
持
た
さ
に
や
持
た
ん
。
此
の
理
確
り
聞
き
分
け
」
と
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
三
才
心
は

間
違
い
で
は
無
く
曲
解
で
も
あ
り
ま
せ
ぬ
。
只
こ
の
際
は
前
の
二
つ
の
歌
で
、
さ
ん
ざ
い
手

踊
り
授
け
を
頂
い
た
喜
び
を
歌
っ
た
続
き
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
、
こ
こ
は
散
財
と
解
し
て
適

当
と
存
じ
ま
す
。

教
祖
は
田
舎
で
人
と
な
り
遊
ば
し
た
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
遊
郭
で
芸
者
を
揚
げ
て
お
茶

屋
で
騒
ぐ
所
謂
散
財
と
は
誠
に
縁
が
薄
う
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
主
と
し
て
お
祝
い
の
席
な

ど
で
の
酒
宴
、
ま
た
は
山
狩
り
。
春
休
み
、
秋
休
み
に
見
晴
ら
し
の
よ
い
丘
の
上
で
家
族
の

外
に
出
入
り
の
人
々
を
招
い
て
持
参
の
酒
肴
お
す
し
な
ど
、
筵
の
上
に
並
べ
て
、
に
ぎ
や
か

に
酒
宴
す
る
状
態
を
お
心
に
浮
か
べ
て
の
お
言
葉
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
言
葉
は
散
財
で
も

歌
の
心
は
遊
興
で
あ
り
ま
し
て
、
是
に
は
遊
山
と
云
う
お
言
葉
で
遊
興
の
種
々
相
を
表
現

し
て
ご
ざ
る
の
も
御
尤
も
と
存
じ
ま
す
。

富
森
芳
太
郎
作

御
神
楽
歌
理
解
噺

「
さ
ん
ざ
い
こ
こ
ろ
を
さ
だ
め
」で
も
、
「さ
ん
さ
い
」と
解
釈
す
る
よ
う
に
な
っ
た
経

緯
を
説
明
し
た
う
え
で
、
「散
財
」説
を
述
べ
、
さ
ら
に
、
「三
歳
説
」も
誤
り
で
は
な

い
こ
と
の
説
明
を
し
て
い
る
。
問
題
が
起
き
な
い
様
と
の
配
慮
が
感
じ
ら
れ
る
。

『真
の
宝
』は
、
「散
財
」の
心
持
ち
で
あ
る

「陽
気
の
心
」を
「
三
才
」の
心
と
し
て
い
る
。

「三
才
」「散
財
」の
折
衷
案
の
よ
う
だ
。



『
御
神
楽
歌
略
註
』(

上
田
嘉
成
編
初
版
昭
和
二
十
四
年)
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「
こ
え
」
は
、
山
中
忠
七
や
辻
忠
作
な
ど
の
伝
承
が

あ
り
、
み
か
ぐ
ら
う
た
後
半
に
も
「
肥
」
と
し
か
解

釈
で
き
な
い
「
こ
え
」
が
出
て
く
る
こ
と
か
ら
、

「
声
」
説
は
消
え
て
し
ま
っ
た
。

「
さ
ん
ざ
い
こ
こ
ろ
」
は
、
新
教
典
に
な
っ
て
か
ら

も
、
「
三
才
」
説
が
説
か
れ
て
い
る
。

「
三
才
」
説
は
、
「
天
理
教
」
の
信
仰
姿
勢
に
合
致

し
て
い
た
の
か
、
「
三
才
」
「
散
財
」
の
両
説
が
並

立
す
る
中
で
、
現
在
は
「
三
才
」
説
が
主
流
に
な
っ

て
い
る
。


