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わ

れ、
「

祭
政
一

理
」

が
実
現
す
る

と
述
べ

ら

れ
て

い

る
。

こ

の

よ

う
に、

最
晩
年
の

祭
政
一

致
論
で

は
天
皇
の

神

格
化
が

進
む
こ

と
に

よ

り
従
前
の

議
論
の

弱

点
が

克
服
さ
れ
て

い

る
。

し
か

し
そ
れ
は

明
ら
か

に

朱
子
学
か

ら
の

逸

脱
で

あ

り
、

「

神
皇
」

に

対

す
る

独
特
の

信
仰
は
北

畠
親
房
や
山

崎
闇
斎
の

思
想
と

も
異

質
な
も
の

か
も
し

れ
な
い

。

こ

う
し

た

神
道
思

想

の

深
化
と
天
皇

神
格
化
の

理

由
は

様
々

に

説
明
で

き
よ

う
が

、

本
発
表
で

見
て

き
た
よ

う
に

、

近

世
日

本
の

歴
史

的
条
件
に

お
い

て

朱
子

学
の

実

践

を
追
求
し
た
こ

と

に

よ
る
一

つ

の

帰
結
と
し
て

も
理

解
で

き
る

の

で

は
な

い

だ
ろ

う
か

。

本
居
宣
長
に

お
け

る

儒
仏
伝
来
の

「

記

述
」

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

森

　
　
和
也

　

本
居
宣
長

が
『

日

本
書
紀』

で

は

な

く

『

古
事
記
』

に

よ
っ

て

「

古

道
」

を
明
ら

か
に

し

よ

う
と
し

た
意
図
が

那
辺
に

あ
る

か
に

つ

い

て

は、

『

古
事
記
伝
』

（
以

下

『

伝
』

）

評
価
の

核
心
に

触
れ

る

問
題
で

あ
る

だ

け

に
、

古
く
か

ら

様
々

に

議
論
が

な
さ
れ
て

き
た

。

宣
長
の

儒
教
と

仏
教
に

対
す
る

言

及
に

着
目

す
る

こ

と
で、

宣

長
が

『

古
事
記
』

を
選

択
し
た
理

由
に
つ

い

て
、

一

つ

の

新
し
い

視

点
を

付
け
加
え
た
い

。

　
『
日
本
書
紀
』

と

比
較
し
た

場
合、

『

古
事
記
』

に

は
、

儒
教
・

仏
教
に

関
す
る

記

事
の

量
が

著
し

く
少
な
い

。

仏
教
で

は
、

『

R
本

書
紀
』

欽
明

紀
に

あ
る

仏
教
公

伝
に

関
す
る

記
述
は

『

占
事
記
』

に

は
な

く
、

ま
た、

聖
徳
太
子
に

対
し

て

も

用
明
天

皇
の

御

子
と
し
て

名
が

L
が

る

だ
け
で

あ

る
。

『

古

事
記
』

の

世
界
に

お
い

て

仏
教
は

存
在
し
て

い

な

い
。

儒
教
・

仏
教
の

影
響
を

拭
い

去
っ

た

「

古
道
」

と
い

う
も
の

を

想
定
す
る

宣
長
の

見
取
図
か
ら

す
れ

ば
、

『

古
事
記
』

に

は
、

仏
教
の

姿
が
な
い

こ

と
は

都

合
が

良
か
っ

た

の

で

は

な
い

だ
ろ

う
か

。

ま
た
、

『

伝
』

の

聖
徳

太
子
に

対
す
る

注
釈
を

見
る

と
、

宣
長
の

意
図
的
な
仏
教
隠
し
が

『

伝
」

か
ら

読

み

取
れ
る

。

『

伝
』

で

は
、

「

上

宮
之

厩
戸
豊
聡
耳
命
」

と
い

う
名
前
の

注

釈
に

言
葉
が

費
や

さ
れ

、

仏
教
に

関

す
る

記
事
は
、

『

日

本
書

紀
』

推
古

紀
の

聖
徳
太

子
伝
を

引

用
す
る

な
か
で
、

慧
慈
に

仏

教
を

学
ん

だ

こ

と

と
、

割
注
に

引
く

『

日

本
霊

異
記
』

の

文
中
に
わ
ず
か
に
存
在
す
る
が
、

あ
く
ま
で

名
前
の

注

釈
の

流
れ
で

引

用
さ
れ

る

だ
け
で

あ
り、

『

日

本
霊

異
記
』

か

ら

引
く

「

勝
鬘
法
華
等
經
疏
」

な
ど

は、

勝
鬘
経
・

法
華
経
の

講
説
と

し

て

推
占
紀
に

見
え
て

い

る

に

も

か
か
わ
ら
ず、

こ

の

箇
所
は

注

本
文
に
は

引
用
さ

れ

な
い

。

聖

徳
太
子
の

仏
教
信
仰
に
つ

い

て

は
、

批
判

す
ら
抑
制
さ

れ

て

い

る
。

宣

長
が
歴

史
の

上
か
ら
意
識
的
に

仏
教
を
排
除

し

よ

う
と

し

て

い

た

こ

と

は
、

『

続

紀
歴

朝
詔
詞

解
』

で
、

コ
ニ

宝
乃

奴
止

仕
奉
流

」

の

八

文

字
に

あ
え
て

訓
読
を

施
さ
な
か
っ

た

こ

と
も

証
左
と

な

り
得
る

だ
ろ

う
。

　
一

方、

儒
教
に

つ

い

て

見
て

み

る

と
、

応
神
朝
の

儒
教
伝
来
の

記
述
で

は
、

『

日

本
書
紀
』

に

は

無
い

『

論
語』

と
『

千
字
文
』

の

書
名
が

『

古
事

記
』

に
は

あ

り
、

『

占
事
記
』

の

方
が

詳
し
い

が
、

『

日
本
書
紀
』

に
見
え

る

継
体
朝
で

の

五

経
博
士
の

来
日

の

記
事
が
無
い

な
ど
、

全
体
的
に
は

儒

教
に

お
い

て

も
『

古
事
記
』

は

言
葉
少
な
で

あ
る

。

『

伝
』

で

は
、

こ

の

応

神
朝
の

儒
教

伝
来
の

記
事
の

注
釈
に

お

い

て、

応
神
朝
に

『

千
字
文
』

の

伝
来
が
あ
り

得
な
い

こ

と

を

考
証
し

、

に

も
か
か
わ

ら
ず
『

千
字
文
』

が

記
載
さ
れ
た

理
由
に
つ

い

て

言
葉
を

尽
く
し

て

考・
察
し
て

い

る

が、

『

論

語
』

に
つ

い

て

は
、

『

千
字
文
』

の

考
証
の

文
脈
で

、

「

論
語
は

さ
る
こ

と

な
れ

ど

も
」

と

簡
単
に

触
れ
る

だ

け
で

あ
り、

儒
教
の

経
典
の

伝
来
と
い

う
こ

と

に

つ

い

て

掘
り
下

げ
た

言
及
は

な
さ
れ
て

い

な
い

。

宣
長
の

注
釈

312（1034）
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態

度
は
、

儒

教
に

お
い

て

も

仏

教
同
様
に

忌
避

す
る

傾
向
が

あ
る

が
、

「

書

籍
」

と
い

う
括
り
で

は
、

一

の

巻
の

「

古
記
典

等
総

論
」

「

書
紀
の

論

ひ
」

「

直
毘
霊
」

な
ど
で
、

繰
り
返
し

書
籍
の

伝
来
に

つ

い

て

言
及
し

、

こ

の

伝
来
が
「

漢
意
」

を
日

本
に

瀰
漫
さ
せ

る

発
端
と

な
っ

た

こ

と
を

指

摘
し
て

い

る
。

よ

く
知
ら
れ

た

意
・

事
・

言
の

関
係
式
に

お

い

て
、

「

す

べ

て

意
も

事
も、

言
を
以
て

伝
る

も
の

な
れ

ば
、

書
は

そ
の

記
せ
る
言
辞

ぞ
主

に

は

有
け
る
」

（
「

古
記

典
等
総
論
」

）

と
、

と

り
わ

け
「

言
」

に

力

点
を
置
く

宣
長
に

と
っ

て、

「

言
」

を
記
し

た

書
籍
は
、

そ
の

内
容
を

議

論
す
る

以

前
に
、

媒
体
と
し
て

重
要
な
働
き
を

す
る

も
の

で

あ
っ

た
。

そ

の

こ

と
か
ら

『

論
語
』

と

『

千
字
文
』

の

伝
来
は
、

単
に

漢
文
が
伝
わ

っ

た

と
い

う
こ

と
で

は

な
く、

そ
の

漢
文
に
は

必

ず
漢

意
が

伴
う
こ

と

で
、

漢
意
の

伝

来
を

も
意
味
す
る

も
の

で

あ
っ

た
と

考
え
る

こ

と
が

で

き
る

。

　
し

か

し、

宣

長
の

こ

う
し
た

発
想
法
に

よ
っ

て
、

『

論

語
』

の

内

容
の

言

及
が
不

要
と

考
え
ら

れ
た
の

か
、

あ
る

い

は
、

や

は

り
言
及
そ
の

も
の

を
忌
避
し
た
の

か
と
い

う
点
に

つ

い

て

の

疑
問
は

残
る

。

心

旦

長
は
、

儒
仏

に

汚
染
さ
れ
て

い

な
い

「

古
道
」

の

姿
を
伝
え
る
書
物
で

あ
る

『

古
事
記
』

か
ら
数
少
な
い

儒
仏
の

要
素
す
ら

徹
底
し
て

排
除
し
よ

う
と
し

た

と

私
は

考
え
て

い

る

が
、

そ
の

こ

と
は

、

太
安
万
侶
の

序
に

対

す
る

注
釈
で

、

撰

者
で

あ
る

安
万

侶
に

は

本
文
か

ら

「

陰

陽
乾
坤
」

な
ど
の

漢
意
的
な
用

語

を
排
除
す
る

意

思
が
あ
っ

た
と
宣

長
が

指
摘
し
て

い

る
こ

と
か

ら、

そ

れ

は
認
め

ら
れ
る
の

で

は

な
い

だ
ろ

う
か

。

平
田
篤
胤
の

『

黄

帝
伝
記
』

に

つ

い

て

　

1
神
道
と

道
教
と

の

関
連
で

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

坂

出

禪
伸

　

平
田
篤
胤
は

秋
田
か
ら
上

京
し
た

翌

年、

文
政
七
年
に

『

黄

帝
伝
記』

三

巻
を
著
わ

し
た

が、

こ

れ
を
始
め

と

し
て

爾
後
中
国、

特
に

道
教
に

関

す
る

著
作
を
立

て

続
け
に
著
わ
し
て

い

る
。

こ

れ
ら
は

い

ず
れ
も
内
容
的

に

相
関
連
し

た

著
作
と

思
わ
れ
る

が、

今
は

『

黄
帝
伝
記
』

を

取
り
上

げ

て

考
察
し

た
い

。

　

黄
帝
と
い

う
の

は

司
馬
遷

『

史
記
』

の

巻
頭
「

五

帝
本
紀
」

の

最
初
に

置
か

れ

る

伝
説
上
の

人
物
で

あ
る

が
、

篤
胤
が

綴
る

黄
帝
の

伝
記
は
、

こ

れ

に

も
と

つ

い

て

い

る

の

で

は

な
い

。

明

末
・

崇

禎
十
三

年
に

刊
行

さ

れ

た

薛
大

訓
纂
輯

『

神
仙
通
鑑
』

六

十
巻
の

巻
】

「

軒
轅

黄
帝
」 、

巻
三

「

廣
黄
帝
本
行

記
」

の

記
述
に

ほ

と

ん
ど
も
と
づ

き
、

両
者
を
組
み

合
わ

せ

て

構
成
記
述
さ

れ
て

い

て
、

『

史

記
』

「

五

帝
本
紀
」

の

黄
帝
紀
で

い

く

ら

か

補
っ

て

い

る
。

と
こ

ろ

で、

不

可
解
な
こ

と
に
、

『

黄
帝
伝
記
』

の

書
名
が

、

門

人
記
『

菅
能
屋
先
生

著
述
書
目

』

な
ど

三

種
の

書
目
の

い

ず

れ

に

も
載
せ

ら
れ
て

い

な
い

の

で

あ
る

。

に

も
か

か

わ

ら

ず、

『

大
壑

君

御
一

代
略
記
』

文
政
七

年
（

一

八

二

四
）

の

項
に
は

「

黄
帝
伝
記
稿
成
」

と

記
さ

れ

て

い

る
。

　

篤
胤
の

描

く
黄
帝
の

伝
記

　

先
ず
巻
上
の

冒
頭
で

は
、

「

黄
帝
な
る

者
は
、

姓
は
公

孫、

有
熊

圀
君

の

少
典
の

次

子
な

り
。

そ
の

母
を

附
宝
と

名
く、

大
電
光
の

北
斗
枢
星
を

繞
て

郊
野
に

照
す
を

見
て

感
じ

て

娠

有
り

。

二

十
四

月
に

し

て

黄
帝
を

壽

丘
に

生
む

、

軒
轅
と

号
す
」

と
述
べ

て
、

神
秘
的
な
感
生

帝
伝
説
で

始
め

ら
れ
て

い

る
。

続
い

て
、

強
暴
で

黄
帝
に

従
わ

な
い

蚩
尤
氏

、

つ

い

で

諸
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