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本
書
は
國
學
院
大
學
神
道
文
化
学
部
に
所
属
す
る
著
者
に
よ
る
第
一
論

文
集
で
あ
る
。
氏
は
古
代
神
道
史
を
専
攻
し
、
國
學
院
大
學
大
学
院
在
籍

中
か
ら
、
六
国
史
を
は
じ
め
と
す
る
基
本
史
料
を
対
象
と
し
て
、
神
社
・

祭
祀
関
係
の
記
載
を
丹
念
に
見
出
し
て
い
く
と
い
う
地
道
な
取
り
組
み
を

長
き
に
わ
た
っ
て
続
け
て
こ
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
二
十
一
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ

ロ
グ
ラ
ム
「
神
道
と
日
本
文
化
の
国
学
的
研
究
発
信
の
拠
点
形
成
」
の
推

進
に
あ
た
っ
て
大
き
な
役
割
を
果
た
さ
れ
た
。
本
書
は
、
著
者
の
そ
の
よ

う
な
幅
広
い
知
見
を
背
景
に
、
主
に
平
安
時
代
に
お
け
る
神
社
と
神
職
の

あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
し
た
成
果
を
集
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

加
瀬
直
弥
著
『
平
安
時
代
の
神
社
と
神
職
』

〔
書
評
〕

早
川
万
年

　

以
下
、
ま
ず
目
次
を
掲
げ
る
。

　
　

序
章　

本
書
の
刊
行
趣
旨
と
構
成

　

第
一
部  

神
社
修
造
と
神
職

　
　

第
一
章　

平
安
時
代
の
神
職
と
神
社
修
造

　
　

第
二
章　

古
代
神
社
の
立
地
と
神

観

　
　

第
三
章　

古
代
の
社
殿
づ
く
り
と
神
宝
奉
献

　
　

第
四
章　

平
安
時
代
前
期
に
お
け
る
神
社
へ
の
神
宝
奉
献

　
　

第
五
章　

奈
良
時
代
の
神
社
修
造

　
　

第
六
章　

平
安
時
代
中
期
の
七
道
諸
国
に
お
け
る
神
社
修
造
の
実
態
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第
七
章　

平
安
時
代
中
期
の
賀
茂
社
司

　
　

第
八
章　

奈
良
時
代
・
平
安
時
代
前
期
の
神
社
と
仏
教
組
織

　

第
二
部　

神
社
の
社
格
と
神
職

　
　

第
一
章　

平
安
時
代
の
諸
国
に
お
け
る
神
社
の
社
格

　
　

第
二
章　

文
徳
朝
・
清
和
朝
に
お
け
る
神
階
奉
授
の
意
義

　
　

第
三
章　

康
和
五
年
官
宣
旨
に
見
る
神

官
と
地
方
神
社

　
　

第
四
章　

平
安
時
代
後
期
の
神
職
補
任

　
　

第
五
章　

源
頼
朝
と
一
宮

　
　

終
章　
　

平
安
時
代
の
神
職
の
特
質
と
神
社
の
展
開

　

本
書
の
こ
の
よ
う
な
構
成
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
著
者
は
、
神
社
を

核
と
し
て
そ
の
維
持
・
管
理
の
制
度
的
側
面
、
実
情
分
析
を
行
う
と
と
も

に
、
中
央
政
府
か
ら
見
た
位
置
づ
け
、
地
方
に
お
け
る
歴
史
的
推
移
に
関

心
を
寄
せ
る
。
第
一
部
に
お
い
て
は
、「
一
〇
世
紀
お
よ
び
一
一
世
紀
前

半
に
お
け
る
神
社
修
造
記
録
の
一
覧
」（
表
５
）
を
収
め
る
第
六
章
が
核

と
な
り
、
第
二
部
に
お
い
て
は
、「
神
階
奉
授
件
数
の
推
移
図
」（
図
４
）

「
三
位
以
上
奉
授
件
数
の
推
移
図
」（
図
５
）「
奉
授
件
数
の
推
移
」（
表

16
）
を
載
せ
る
第
二
章
が
考
察
の
枢
要
を
占
め
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。

　

簡
単
に
各
章
の
要
点
を
述
べ
る
と
、
第
一
章
は
第
一
部
の
序
論
的
な
内

容
で
あ
り
、
朝
廷
の
主
要
祭
祀
の
あ
り
方
と
神
社
の
維
持
に
つ
い
て
概
観

す
る
。
第
二
章
は
、
神
社
立
地
に
関
す
る
一
般
的
な
見
方
と
と
も
に
、
越

中
国
東
大
寺
開
田
図
の
記
載
を
取
り
上
げ
る
。
第
三
章
は
春
日
祭
と
平
野

祭
の
祝
詞
か
ら
、
社
殿
作
り
と
神
宝
奉
献
の
具
体
相
を
論
じ
る
。
第
四
章

は
、
前
章
を
受
け
て
神
宝
奉
献
を
よ
り
広
範
囲
に
述
べ
「
朝
廷
か
ら
の
神

宝
奉
献
は
、
律
令
制
度
の
祭
儀
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
天
皇

の
内
々
の
営
み
に
位
置
づ
け
ら
れ
」
る
と
し
、
神
宝
の
品
目
は
紡
織
具
や

武
器
類
が
主
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
奉
献
す
る
こ
と
で
神
威
を
高
め
よ
う
と

し
た
と
す
る
。
第
五
章
は
、
奈
良
時
代
の
神
社
修
造
に
つ
い
て
宝
亀
八
年

三
月
官
符
を
取
り
上
げ
る
こ
と
か
ら
始
め
、
朝
廷
・
国
司
の
関
与
に
つ
い

て
論
じ
る
。
実
際
に
は
、
直
接
そ
の
神
社
に
奉
仕
す
る
人
々
が
修
造
の
中

核
で
あ
っ
た
と
す
る
。

　

第
六
章
は
、
前
章
を
踏
ま
え
て
平
安
時
代
の
神
社
修
造
を
取
り
上
げ

る
。「
上
野
国
交
替
実
録
帳
」
の
記
載
の
検
討
を
通
じ
て
、
国
司
に
よ
る

神
社
修
造
へ
の
関
与
を
論
じ
、
そ
の
上
で
全
国
の
例
を
列
挙
し
て
正
税
支

出
が
そ
れ
ほ
ど
活
発
で
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
在
地
の

神
職
層
が
祭
祀
の
場
の
維
持
に
重
要
で
あ
っ
た
と
す
る
著
者
の
見
解
を
裏

付
け
る
。
第
七
章
は
、
平
安
時
代
中
期
の
賀
茂
社
へ
の
神
領
寄
進
の
問
題

を
扱
い
な
が
ら
、
賀
茂
社
の
よ
う
な
特
別
の
地
位
に
あ
る
神
社
に
お
い
て

も
、
地
域
社
会
お
よ
び
在
地
の
神
職
と
神
社
と
の
結
び
つ
き
が
根
幹
に
求
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め
ら
れ
た
と
説
く
。
第
八
章
は
本
書
の
中
で
は
例
外
的
に
仏
教
組
織
（
主

に
神
宮
寺
）
と
の
関
連
に
注
目
す
る
。
宇
佐
や
鹿
島
等
の
例
を
指
摘
し
つ

つ
、
寺
社
の
相
互
関
連
の
上
で
神
社
な
り
神
宮
寺
が
維
持
さ
れ
て
い
る
と

述
べ
る
。

　

第
二
部
第
一
章
は
第
二
章
の
導
入
的
な
位
置
づ
け
で
あ
っ
て
、
平
安
前

期
の
神
階
昇
叙
を
概
観
す
る
と
と
も
に
「
筑
後
国
神
名
帳
」
等
の
実
例
を

取
り
上
げ
る
。
第
二
章
で
は
、
九
世
紀
後
半
に
お
け
る
中
央
政
府
の
神
階

授
与
に
つ
い
て
論
じ
、
と
く
に
官
社
制
度
と
の
関
連
に
言
及
す
る
。
官
社

制
度
の
変
化
は
、
神
階
奉
授
に
あ
る
程
度
反
映
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、

九
世
紀
半
ば
が
神
階
社
制
の
ス
タ
ー
ト
で
あ
っ
て
、
神
階
の
選
定
基
準
は

一
律
で
な
か
っ
た
と
す
る
。
第
三
章
は
、
一
宮
の
成
立
に
注
目
し
つ
つ
、

神

官
と
地
方
神
社
の
あ
り
方
に
変
化
を
及
ぼ
し
た
状
況
を
指
摘
す
る
。

第
四
章
は
、『
朝
野
群
載
』
巻
六
所
収
の
神

官
移
を
取
り
上
げ
、
平
安

後
期
に
お
い
て
も
、
神

官
は
地
方
神
社
の
神
職
補
任
に
影
響
力
を
有
し

て
い
た
と
す
る
。
第
五
章
は
、
鎌
倉
幕
府
に
よ
る
諸
国
一
宮
修
造
に
着
目

し
、
一
宮
は
そ
も
そ
も
国
衙
と
密
接
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
前
提
と
し

て
あ
り
、
ま
た
幕
府
か
ら
の
関
与
を
受
け
入
れ
る
素
地
が
一
宮
側
に
も

あ
っ
た
と
す
る
。
終
章
は
、
文
字
通
り
本
書
の
ま
と
め
で
あ
り
、「
神
社

と
い
う
場
単
位
に
維
持
を
担
わ
せ
る
、
真
の
意
味
で
の
神
社
制
度
が
完
成

し
た
の
は
平
安
初
期
」「
朝
廷
の
意
識
が
、
そ
の
中
の
特
定
の
神
社
に
強

く
向
い
て
い
た
が
、
文
徳
朝
に
そ
れ
を
意
識
し
て
神
階
を
広
く
、
秩
序
的

に
奉
授
し
た
」「
神
職
と
総
称
す
べ
き
人
々
は
こ
の
制
度
の
も
と
で
、
公

的
な
性
格
を
補
強
さ
れ
」（
二
九
八
頁
）
た
、
と
述
べ
る
。

　

以
上
、
各
論
文
の
要
旨
を
適
切
に
示
し
え
た
か
、
は
な
は
だ
覚
束
な
い

が
、
著
者
は
ほ
ぼ
一
貫
し
て
、
平
安
時
代
の
神

・
神
社
を
検
討
す
る
に

あ
た
っ
て
、
中
央
政
府
・
国
司
・
在
地
神
職
層
と
い
う
三
者
の
構
造
を
設

定
し
、
な
お
か
つ
神
職
層
に
よ
る
神
社
の
維
持
こ
そ
基
盤
で
あ
り
、
歴
史

的
に
も
重
要
で
あ
っ
た
と
説
い
て
い
る
。

　

本
書
を
概
括
し
て
言
え
ば
、
広
範
囲
に
及
ぶ
史
料
の
渉
猟
に
基
づ
き
、

著
者
の
穏
健
、
着
実
な
研
究
姿
勢
が
大
い
に
反
映
さ
れ
た
著
述
と
言
え
よ

う
。
議
論
は
自
ら
に
対
し
て
抑
制
的
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
史
料
に
即
し

た
解
釈
を
基
軸
と
す
る
。
一
方
、
神
社
と
い
う
長
い
歴
史
の
中
で
継
続
し

て
き
た
祭
祀
の
場
に
対
し
て
は
、
直
接
そ
の
維
持
を
担
当
し
て
き
た
在
地

神
職
層
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
中
央
（
朝
廷
）
や
国
司
か
ら

の
関
与
は
、
経
済
的
な
面
を
は
じ
め
儀
礼
・
政
治
秩
序
の
形
成
に
一
定
の

役
割
を
果
た
し
た
も
の
の
、
時
期
に
よ
る
変
化
も
あ
り
、
基
本
的
に
は
外

形
部
分
に
と
ど
ま
る
と
推
測
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

著
者
の
こ
の
見
方
に
対
し
て
は
賛
意
を
表
し
た
い
。

　

そ
の
上
で
、
い
さ
さ
か
注
文
め
い
て
恐
縮
で
あ
る
が
、
本
書
を
読
ん
で

の
感
想
を
い
く
つ
か
述
べ
て
み
た
い
。
ま
ず
気
に
な
っ
た
の
は
、
神
社
・
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神
職
を
あ
た
か
も
自
明
の
こ
と
と
し
て
論
じ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
点

で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
観
念
的
に
捉
え
る
以
前
に
、
歴
史
的
分
析
が
重
要
で

あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
は
著
者
に
お
い
て
も
当
然
承
知
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
が
、
た
と
え
ば
本
書
に
何
度
か
登
場
す
る
「
神
意
」「
神
威
」「
信

仰
」
も
含
め
て
、
わ
た
し
に
は
自
明
の
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。

　

こ
れ
ら
の
語
を
用
い
る
際
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
当
然
な
が
ら
経
験
的
な

感
覚
、
知
識
を
前
提
と
し
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ

が
過
去
の
当
事
者
あ
る
い
は
表
現
者
の
意
識
と
合
致
し
て
い
る
か
ど
う
か

は
別
問
題
で
あ
る
。
じ
つ
は
本
書
の
中
心
的
課
題
で
あ
る
神
職
に
し
て

も
、
ど
れ
ほ
ど
職
業
と
し
て
専
業
化
し
て
い
た
の
か
、
そ
の
実
態
こ
そ
が

問
題
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
神
職
と
さ
れ
る
存
在
を
自
明
の
も
の
と
し

て
し
ま
う
前
に
、
具
体
的
な
あ
り
方
が
よ
り
一
層
検
証
さ
れ
る
必
要
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
。
本
書
の
範
囲
に
限
っ
て
み
れ
ば
、
こ
れ
ま
で

の
古
代
史
研
究
の
中
で
、
神
社
・
神
職
を
論
じ
た
成
果
を
著
者
が
総
合
的

に
ど
う
把
握
す
る
の
か
は
十
分
に
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
を
合
わ

せ
て
言
え
ば
、
本
書
の
課
題
で
あ
る
古
代
の
神
社
と
神
職
に
つ
い
て
、
従

来
の
研
究
史
を
検
証
し
つ
つ
、
そ
の
対
象
を
分
析
的
に
論
述
す
る
一
章
が

設
け
ら
れ
た
な
ら
ば
、
一
連
の
考
察
の
意
義
も
、
よ
り
明
確
に
な
っ
た
と

思
わ
れ
る
。

　

と
は
い
え
、
本
書
の
注
記
を
見
る
と
、
多
く
の
論
著
が
参
照
さ
れ
て
お

り
、
関
係
史
料
と
と
も
に
先
行
研
究
に
も
か
な
り
行
き
届
い
た
目
配
り
が

な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
著
者
は
あ
え
て
こ
の
た

び
の
著
作
で
は
史
料
の
網
羅
的
考
察
を
先
行
さ
せ
、
個
々
の
事
象
に
即
し

て
研
究
史
に
触
れ
る
に
と
ど
め
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
で
あ
っ
た
と
す
れ

ば
、
今
後
は
研
究
史
の
理
解
や
批
判
も
含
め
、
著
者
な
り
の
論
説
の
一
層

の
展
開
が
期
待
さ
れ
る
。
是
非
と
も
著
者
の
視
点
を
さ
ら
に
掘
り
下
げ
、

地
域
住
民
に
と
っ
て
の
神
祭
の
意
義
を
柔
軟
に
追
求
し
て
い
た
だ
き
た
い

と
思
う
。

　

も
ち
ろ
ん
、
中
央
政
府
・
朝
廷
と
の
関
わ
り
は
た
し
か
に
大
き
な
問
題

で
、
史
料
的
に
も
そ
れ
が
表
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
し
か
し
著
者
が
指

摘
さ
れ
る
と
お
り
、
住
民
と
密
接
な
「
神
職
」
の
存
在
こ
そ
重
要
で
あ

る
。
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
そ
れ
が
い
っ
た
い
い
か
な
る
人
々
で
あ
っ
た
の

か
、
社
会
的
に
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た
の
か
、
よ
り
踏
み
込
ん
だ

考
察
が
求
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　

著
者
の
着
実
な
研
究
成
果
が
一
書
に
ま
と
め
ら
れ
た
こ
と
を
喜
ぶ
と
と

も
に
、
こ
の
方
面
の
研
究
が
さ
ら
に
進
展
す
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

（
Ａ
５
判
、
三
〇
〇
頁
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
五
年
三
月
発
行
、
定
価

一
〇
〇
〇
〇
円
＋
税
）


