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〔
紹
介
〕

徳
橋
達
典
著
『
吉
川
神
道
思
想
の
研
究

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吉
川
惟
足
の
神
代
巻
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
』遠

藤
　
潤

　

本
書
は
、
近
世
前
期
の
日
本
に
お
い
て
活
躍
し
た
神
道
家
吉
川
惟
足

（
一
六
一
六
─
一
六
九
四
）
の
思
想
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
吉

川
惟
足
は
、
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
神
社
・
神
職
に
対
し
て
重
き
を
な

し
た
公
家
で
あ
る
吉
田
家
の
家
伝
を
そ
の
存
続
の
危
機
の
状
況
下
で
継
承

す
る
と
と
も
に
、
徳
川
幕
府
を
は
じ
め
と
す
る
武
家
か
ら
そ
の
神
道
の
知

見
を
認
め
ら
れ
、
幕
府
で
神
道
方
と
い
う
地
位
を
認
め
ら
れ
た
人
物
で
あ

る
。
著
者
の
徳
橋
氏
は
本
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
を
修
了
し
、

博
士
（
神
道
学
）
の
学
位
を
授
与
さ
れ
て
お
り
、
本
書
は
國
學
院
大
學
課

程
博
士
論
文
出
版
助
成
金
の
交
付
を
受
け
て
刊
行
さ
れ
た
。

　

本
書
の
構
成
は
下
記
の
通
り
で
あ
る
。

序
章

第
一
章　

吉
川
惟
足
の
『
日
本
書
紀
』
尊
重
論

　

第
二
章　

吉
川
惟
足
の
混
沌
と
未
生
已
生
論
─
神
代
巻
冒
頭
の
解
釈
に

つ
い
て
─

第
三
章　

吉
川
惟
足
の
道
統
継
承
問
題
の
再
考
察
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第
四
章　

吉
川
惟
足
の
葬
祭
論
の
一
考
察
─
保
科
正
之
の
神
葬
祭
を
め

ぐ
っ
て
─

第
五
章　

吉
川
惟
足
に
お
け
る
神
籬
磐
境
の
伝
の
要
諦

第
六
章　

吉
川
惟
足
の
八
雲
神
詠
理
解
と
詠
歌
に
関
す
る
一
考
察

第
七
章　

吉
川
惟
足
の
神
語
の
理
解
と
詠
歌

第
八
章　

吉
川
惟
足
と
山
崎
闇
斎
の
神
代
巻
解
釈
の
相
違
に
つ
い
て
の

一
考
察

第
九
章　

吉
川
惟
足
に
見
る
中
世
と
近
世
神
道
思
想
の
端
境
期

終
章

　

そ
れ
で
は
本
書
の
内
容
に
つ
い
て
、
各
章
に
沿
っ
て
紹
介
し
た
い
。

　

徳
橋
氏
は
序
章
に
お
い
て
、
こ
の
著
述
の
目
的
と
し
て
「
惟
足
が
神
代

巻
に
向
き
合
う
姿
勢
」
と
「
吉
田
家
伝
の
不
断
の
継
承
に
向
け
ら
れ
た
情

念
」
を
抽
出
す
る
こ
と
、
そ
し
て
「
人
が
信
仰
の
拠
と
し
て
求
め
る
神
典

の
役
割
」
と
「
神
々
と
人
々
の
つ
な
が
り
を
得
る
方
法
と
し
て
の
言
葉

（
詠
歌
）
の
役
割
」
を
究
明
す
る
こ
と
を
掲
げ
て
い
る
。

　

第
一
章
で
は
、
惟
足
が
神
道
理
解
の
拠
り
所
と
し
て
『
日
本
書
紀
』
神

代
巻
を
多
用
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
惟
足
自
身
に
よ
る
神
代

巻
講
義
の
聞
書
を
資
料
と
し
て
、
惟
足
が
『
日
本
書
紀
』
を
尊
重
す
る
理

由
や
編
成
様
式
の
特
徴
な
ど
を
明
ら
か
に
す
る
。
惟
足
は
、
書
紀
を
『
旧

事
記
』『
古
事
記
』
と
あ
わ
せ
て
用
い
な
が
ら
も
、
吉
田
家
の
伝
統
に

従
っ
て
書
紀
を
最
も
重
視
す
る
。
書
紀
の
本
段
（
正
文
）
と
一
書
の
関
係

に
つ
い
て
は
、
惟
足
は
、
本
段
が
根
本
的
な
事
柄
や
大
要
を
一
説
に
ま
と

め
て
い
る
の
に
対
し
て
、
一
書
は
本
段
を
補
い
、
深
微
な
道
理
を
記
し

て
、
古
典
を
深
解
さ
せ
る
編
成
様
式
で
あ
る
と
す
る
。
徳
橋
は
こ
の
よ
う

な
態
度
を
「
編
者
の
作
為
的
内
容
統
制
に
よ
る
記
述
の
一
元
的
合
理
化
を

嫌
い
、
文
献
伝
承
の
記
述
、
神
話
の
多
様
性
を
尊
重
す
る
姿
勢
」
と
把
握

し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
本
居
宣
長
に
よ
る
「
書
紀
の
論
ひ
」
と
対
照
し

な
が
ら
、
惟
足
に
は
「
神
典
の
記
述
内
容
を
神
語
と
し
て
信
仰
す
る
前
提

が
あ
る
」
と
す
る
。

　

第
二
章
で
は
、
惟
足
に
よ
る
神
代
巻
冒
頭
の
理
解
を
示
す
未
生
已
生
論

に
つ
い
て
論
じ
る
。
徳
橋
氏
に
よ
れ
ば
、
惟
足
は
、
気
に
よ
る
陰
陽
の
動

静
と
い
う
作
用
を
混
沌
の
具
体
化
と
見
て
、
国
常
立
尊
の
発
現
に
結
び
つ

け
て
お
り
、
混
沌
を
宋
学
に
お
け
る
太
極
と
同
定
し
、
国
常
立
尊
の
発
現

以
前
の
も
の
と
し
て
い
る
。
混
沌
と
国
常
立
尊
が
発
現
し
た
の
ち
の
現
実

世
界
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
惟
足
が
説
く
の
が
未
生
已
生
の
説
で
あ
る
と

い
う
。
混
沌
を
未
生
と
す
る
惟
足
の
と
ら
え
方
は
中
世
神
道
に
お
け
る
機

前
の
説
に
通
じ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
徳
橋
氏
は
神
道
の
極
所
を

天
地
開
闢
で
は
な
く
、
そ
れ
以
前
の
混
沌
を
重
視
す
る
点
で
中
世
神
道
説

の
域
か
ら
脱
却
し
て
い
な
い
と
し
、
他
方
、「
宋
学
の
亜
流
」
と
す
る
評
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価
に
つ
い
て
も
こ
れ
を
完
全
に
は
否
定
で
き
な
い
と
し
た
上
で
、
重
要
な

の
は
惟
足
の
主
眼
が
、
記
述
さ
れ
た
世
界
の
あ
り
よ
う
の
分
析
で
は
な

く
、「
神
典
に
描
写
さ
れ
た
世
界
か
ら
天
下
や
人
の
あ
る
べ
き
姿
を
工
夫

す
る
こ
と
」
に
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
る
。

　

第
三
章
で
は
、
惟
足
が
萩
原
兼
従
か
ら
伝
授
さ
れ
た
奥
秘
を
吉
田
家
に

返
伝
授
し
え
な
か
っ
た
と
い
う
道
統
継
承
問
題
に
つ
い
て
改
め
て
考
察
す

る
。
徳
橋
は
、
そ
の
理
由
の
一
端
と
し
て
重
要
な
の
は
、
惟
足
と
吉
田
家

の
あ
い
だ
に
あ
る
、
神
典
『
日
本
書
紀
』
神
代
巻
に
対
す
る
価
値
基
準
の

相
違
で
あ
る
と
す
る
。
萩
原
兼
従
は
道
統
護
持
の
た
め
に
は
血
脈
や
家
筋

に
拘
ら
ず
、
器
量
の
備
わ
っ
た
も
の
に
伝
授
す
べ
き
だ
と
考
え
、
伝
授
を

受
け
た
惟
足
も
こ
う
し
た
価
値
観
を
共
有
し
た
。
具
体
的
に
は
惟
足
は
神

代
巻
講
談
か
ら
順
序
を
踏
み
、
そ
の
よ
う
な
手
続
き
の
中
で
吉
田
家
側
が

一
定
の
価
値
を
共
有
し
た
上
で
の
秘
伝
の
返
伝
授
を
目
指
し
た
が
、
吉
田

家
は
こ
う
し
た
価
値
基
準
を
共
有
し
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
は
こ
の
よ
う
に

論
じ
て
い
る
。

　

第
四
章
で
は
、
保
科
正
之
の
神
葬
祭
執
行
に
関
し
て
、
惟
足
と
幕
府
の

交
渉
を
追
う
と
と
も
に
、
惟
足
の
神
葬
祭
論
お
よ
び
そ
れ
に
関
す
る
諸
研

究
を
検
討
し
て
、
惟
足
の
神
葬
祭
に
対
す
る
態
度
を
分
析
す
る
。
徳
橋
氏

は
、
当
時
の
状
況
を
、
寺
請
制
度
が
定
着
し
て
仏
教
が
天
下
の
大
法
と
な

り
、
神
職
に
は
神
道
頽
廃
と
い
う
逼
迫
し
た
不
安
感
が
あ
っ
た
と
捉
え

る
。
吉
田
家
が
こ
の
不
安
を
解
消
し
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
惟
足
は
、
保

科
正
之
が
神
道
再
興
の
業
績
を
な
し
た
と
評
価
し
、
正
之
の
葬
儀
を
神
葬

祭
で
執
行
す
る
こ
と
が
神
道
再
興
の
気
運
を
喚
起
す
る
と
考
え
て
、
そ
の

神
葬
祭
実
現
に
尽
力
し
た
と
す
る
。
さ
ら
に
、
神
葬
祭
に
関
す
る
惟
足
の

論
に
つ
い
て
、
安
蘇
谷
正
彦
や
上
田
賢
治
の
説
を
参
看
し
な
が
ら
、
そ
の

特
徴
に
つ
い
て
、
宋
儒
の
力
説
は
惟
足
の
説
の
与
件
に
す
ぎ
な
い
こ
と
、

惟
足
は
天
命
に
お
け
る
生
死
の
必
然
性
を
強
調
し
て
お
り
、
天
寿
に
よ
る

死
に
幸
不
幸
を
認
め
な
い
こ
と
、
死
を
気
の
消
散
と
し
て
説
き
な
が
ら
も

そ
れ
に
頓
着
せ
ず
、
生
前
の
交
流
同
様
の
心
意
で
死
者
祭
祀
を
と
ら
え
て

い
る
こ
と
、
な
ど
を
指
摘
す
る
。

　

第
五
章
で
は
、
吉
田
神
道
の
最
高
奥
秘
で
あ
る
神
籬
磐
境
の
伝
に
つ
い

て
、
佐
藤
正
勝
文
書
に
収
め
ら
れ
る
「
神
籬
磐
境
伝
口
訣
」
を
対
象
と
し

て
、
惟
足
の
理
解
を
考
察
す
る
。
こ
れ
ま
で
の
主
な
研
究
が
、
忠
君
に
主

眼
を
お
い
て
神
籬
磐
境
の
伝
を
解
釈
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、「
神
籬
磐

境
伝
口
訣
」
に
不
徳
の
君
主
の
廃
位
に
つ
い
て
解
説
さ
れ
て
い
る
点
に
注

目
し
、
封
建
的
忠
君
思
想
に
依
存
し
な
い
解
釈
の
可
能
性
を
模
索
す
る
。

安
蘇
谷
、
和
辻
哲
郎
、
上
田
の
論
を
踏
ま
え
て
、
惟
足
の
考
え
る
神
籬
磐

境
の
伝
の
要
諦
は
高
皇
産
霊
尊
の
神
勅
に
も
と
づ
く
皇
孫
奉
斎
に
あ
り
、

そ
れ
は
天
下
太
平
の
祈
り
で
あ
る
と
考
え
る
。
他
方
、
君
臣
の
道
に
つ
い

て
も
、
こ
の
本
義
か
ら
す
れ
ば
、
君
主
が
天
下
太
平
に
反
す
る
場
合
、
そ
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の
不
徳
の
君
主
の
廃
位
も
容
認
さ
れ
る
が
、
皇
位
の
後
継
を
有
徳
の
皇
胤

に
尋
ね
る
方
法
で
皇
統
の
連
綿
を
担
保
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

　

第
六
章
で
は
、
惟
足
に
と
っ
て
の
八
雲
神
詠
や
詠
歌
の
意
味
に
つ
い
て

論
じ
る
。
歌
学
か
ら
神
道
へ
と
歩
ん
だ
惟
足
は
、
卜
部
兼
延
か
ら
藤
原
定

家
に
相
伝
さ
れ
た
唯
受
一
人
の
古
今
伝
授
は
兼
従
に
も
伝
わ
っ
て
お
り
、

八
雲
神
詠
の
秘
伝
は
こ
の
相
承
だ
と
主
張
し
た
。
吉
川
神
道
に
お
け
る
三

事
伝
は
和
歌
に
関
す
る
秘
伝
で
あ
り
、
和
歌
の
理
解
を
高
く
位
置
づ
け
て

い
る
。
惟
足
の
神
道
説
に
お
け
る
和
歌
の
意
味
は
、
徳
橋
氏
に
よ
れ
ば
、

神
々
に
感
応
す
る
人
々
の
心
と
、
人
々
の
心
を
納
受
す
る
神
々
と
の
交
流

を
媒
介
す
る
こ
と
で
あ
る
。
八
雲
神
詠
に
つ
い
て
、
吉
川
神
道
で
は
、
安

居
に
お
い
て
も
艱
難
を
忘
れ
ま
い
と
す
る
敬
を
肝
要
と
し
、
さ
ら
に
秘
伝

に
は
男
女
関
係
を
陰
陽
の
概
念
を
援
用
し
て
解
釈
し
つ
つ
、
そ
こ
で
も
艱

難
を
忘
れ
な
い
敬
が
教
訓
と
さ
れ
て
い
る
。

　

第
七
章
で
は
、
記
紀
に
見
ら
れ
る
「
神
語
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
の
惟

足
の
理
解
を
検
討
す
る
。
徳
橋
氏
に
よ
れ
ば
、
神
語
は
神
々
が
直
に
語
っ

た
言
葉
を
意
味
す
る
が
、
惟
足
は
『
日
本
書
紀
』
神
代
巻
の
記
述
す
べ
て

を
神
語
と
し
て
お
り
、
伊
弉
諾
尊
と
伊
弉
諾
尊
の
国
生
み
の
言
葉
や
神
代

巻
に
記
さ
れ
た
素
戔
鳴
尊
の
詠
歌
も
神
語
と
し
て
認
識
さ
れ
る
。
ま
た
、

禊
の
伝
承
を
神
道
で
重
視
さ
れ
る
中
徳
を
説
く
神
語
と
捉
え
る
。
宝
鏡
奉

祭
の
神
勅
は
、
吉
田
神
道
に
お
い
て
神
語
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
が
、

惟
足
は
さ
ら
に
忠
孝
や
敬
と
い
う
概
念
に
則
し
て
解
釈
す
る
。
惟
足
の
神

語
に
対
す
る
姿
勢
は
、
神
語
の
神
慮
に
任
せ
、
神
慮
の
ま
ま
に
し
た
が
う

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　

第
八
章
で
は
、
吉
川
惟
足
と
山
崎
闇
斎
の
神
代
巻
解
釈
の
相
違
を
検
討

す
る
。
垂
加
神
道
家
の
谷
秦
山
は
惟
足
の
返
伝
授
不
履
行
を
批
判
し
た

が
、
そ
れ
は
万
世
一
系
を
皇
統
の
正
統
性
の
根
拠
と
す
る
垂
加
神
道
の
立

場
か
ら
、
惟
足
の
非
血
縁
相
承
を
不
敬
と
認
識
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ

る
。
ま
た
、
伊
勢
神
道
と
吉
田
神
道
の
融
合
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
れ
を
提
唱

と
す
る
闇
斎
と
拒
絶
す
る
惟
足
の
対
立
は
深
ま
っ
た
。
垂
加
神
道
の
重
要

な
秘
伝
で
あ
る
土
金
の
伝
は
、
す
で
に
惟
足
が
重
視
し
て
い
た
が
、
垂
加

神
道
家
は
惟
足
の
理
論
を
特
に
尊
重
は
し
な
い
。
こ
こ
で
は
、
玉
木
正
英

編
の
『
玉
籤
集
』
を
参
考
に
惟
足
と
闇
斎
の
思
想
的
関
係
を
検
討
し
、
土

金
の
伝
の
解
釈
に
つ
い
て
は
両
者
の
相
違
点
は
明
確
で
な
い
も
の
の
、
惟

足
に
よ
る
「
天
人
合
一
」
と
闇
斎
に
よ
る
「
天
人
唯
一
」
を
比
較
し
て
、

神
代
巻
冒
頭
の
記
述
に
対
す
る
両
者
の
違
い
を
検
討
す
る
。
惟
足
の
天
人

合
一
は
神
代
巻
に
記
さ
れ
た
渾
沌
（
混
沌
）
に
立
ち
帰
り
、
国
常
立
尊
と

の
つ
な
が
り
を
感
得
し
、
そ
れ
を
現
在
の
自
己
に
結
び
つ
け
る
も
の
で

あ
っ
た
。
闇
斎
は
儒
学
の
形
而
上
学
的
体
系
を
根
幹
と
し
て
天
と
人
の
直

接
的
同
一
性
を
説
き
、
天
人
唯
一
と
い
う
絶
対
的
概
念
を
確
立
し
た
。
神

代
巻
解
釈
に
お
い
て
、
闇
斎
に
は
儒
教
に
依
拠
す
る
と
い
う
呪
縛
が
残
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り
、
他
方
、
惟
足
の
天
人
合
一
は
神
代
巻
解
釈
を
大
き
く
逸
脱
し
た
わ
け

で
は
な
い
と
い
う
。

　

第
九
章
で
は
、
惟
足
を
「
中
世
神
道
思
想
を
抱
え
な
が
ら
、
近
世
神
道

思
想
が
萌
芽
す
る
時
代
を
背
景
と
し
て
、「
道
」
を
模
索
す
る
」
者
と
し

て
捉
え
、
惟
足
の
神
道
説
に
み
え
る
、
中
世
神
道
思
想
と
し
て
の
特
徴
、

混
沌
と
国
常
立
尊
の
理
解
、
近
世
神
道
思
想
と
し
て
の
特
徴
を
そ
れ
ぞ
れ

検
討
す
る
。
中
世
的
特
徴
と
し
て
徳
橋
氏
が
特
に
注
目
す
る
の
は
、『
日

本
書
紀
』『
古
事
記
』『
旧
事
記
』
の
三
書
を
用
い
な
が
ら
『
日
本
書
紀
』

尊
重
の
姿
勢
を
厳
守
す
る
こ
と
、
ま
た
一
書
な
ど
の
多
様
性
を
尊
重
し
つ

つ
も
小
異
を
一
理
に
包
摂
す
る
あ
り
方
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
混
沌
の
理
解

に
検
討
を
進
め
、
こ
れ
が
伊
勢
神
道
書
に
お
け
る
「
機
前
」
と
通
じ
て
い

る
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
惟
足
の
具
体
的
な
混
沌
論
を
あ
と
づ
け
る
。

ま
た
、
混
沌
か
ら
「
葦
牙
」
の
働
き
に
よ
っ
て
、
国
常
立
尊
が
発
現
す
る

と
し
て
、
惟
足
が
「
葦
牙
」
の
生
成
力
を
媒
介
に
し
て
混
沌
と
国
常
立
尊

を
結
び
つ
け
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
惟
足
の
神
道
説
が
中
世
神
道
の
重

力
圏
を
脱
し
て
い
な
い
と
評
価
す
る
。
他
方
、
近
世
神
道
と
し
て
成
立
す

る
理
学
神
道
は
、
惟
足
が
吉
田
神
道
を
護
持
す
る
た
め
、
徳
川
幕
府
の
政

治
理
念
と
自
ら
の
神
道
説
の
整
合
に
努
め
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
展
開
し
た

も
の
で
あ
る
。
徳
橋
氏
は
、
惟
足
自
身
は
中
世
神
道
で
あ
る
吉
田
神
道
の

守
護
者
で
あ
っ
て
、
彼
が
近
世
神
道
論
の
嚆
矢
で
あ
る
と
い
う
の
は
意
図

せ
ざ
る
結
果
だ
っ
た
と
結
論
し
て
い
る
。

　

終
章
で
は
こ
れ
ら
各
章
で
の
成
果
お
よ
び
今
後
の
課
題
と
問
題
点
に
つ

い
て
述
べ
て
い
る
。

　

以
上
、
本
書
の
内
容
に
つ
い
て
、
各
章
の
論
旨
を
評
者
な
り
に
追
う
形

で
紹
介
し
た
。
中
世
と
近
世
、
公
家
と
武
家
、
儒
学
と
神
道
、
…
、
吉
川

惟
足
は
過
渡
や
境
界
の
重
奏
す
る
様
相
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
理
解
さ

れ
て
き
た
。
本
書
は
充
実
し
た
先
行
研
究
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
テ
キ
ス
ト
の

精
読
を
も
っ
て
そ
の
先
に
歩
み
を
進
め
た
も
の
で
あ
り
、
惟
足
へ
の
深
い

共
感
に
根
ざ
し
つ
つ
客
観
的
な
論
考
を
展
開
し
て
い
る
。
近
世
の
神
道
に

関
心
を
も
つ
諸
氏
に
お
か
れ
て
は
、
ぜ
ひ
実
際
の
書
物
を
紐
解
い
て
い
た

だ
き
た
い
。
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