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松
本
久
史
著

『
荷
田
春
満
の
国
学
と
神
道
史
』

中

野

裕

三

　

近
世
の
国
学
に
関
す
る
研
究
は
、
所
謂
国
学
の
二
大
巨
峰
と
称
さ

れ
る
本
居
宣
長
や
平
田
篤
胤
の
思
想
分
析
を
始
め
と
し
て
、
す
で
に

重
厚
な
研
究
成
果
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
先
行
研

究
の
多
く
は
、
国
学
者
の
業
績
を
、
も
っ
ぱ
ら
古
典
の
文
献
学
的
な

分
析
に
立
脚
す
る
と
の
認
識
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
神
社
や
祭
祀

と
い
っ
た
問
題
を
如
何
に
国
学
者
が
重
視
し
て
い
た
の
か
、
あ
る
い

は
国
学
者
の
学
問
を
神
社
は
ど
の
よ
う
に
受
容
し
た
の
か
、
と
い
っ

た
問
題
に
つ
い
て
は
看
過
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
換

言
す
れ
ば
、
思
想
と
制
度
と
の
「
絡
み
合
い
」
に
着
眼
点
を
置
き
な

が
ら
国
学
を
分
析
す
る
と
い
っ
た
学
的
方
法
は
、
従
前
の
近
世
の
国

学
研
究
に
欠
如
し
て
い
た
と
も
言
え
よ
う
。

　

本
書
は
、
こ
う
し
た
研
究
の
盲
点
に
対
し
て
一
石
を
投
じ
る
も
の

で
あ
り
、
従
前
の
神
道
思
想
史
研
究
に
踏
襲
さ
れ
た
国
学
者
の
著
述

を
詳
細
に
分
析
す
る
こ
と
に
加
え
て
、「
近
世
神
道
が
展
開
し
た
場

で
あ
る
神
社
と
、
そ
の
主
体
と
し
て
の
神
職
が
、
ど
う
国
学
を
受
容

し
た
の
か
」
と
い
う
問
題
意
識
に
基
づ
い
て
執
筆
さ
れ
た
。
即
ち
、

大
国
隆
正
に
よ
っ
て
「
国
学
四
大
人
」
の
祖
に
据
え
ら
れ
た
京
都
の

稲
荷
社
社
家
の
出
身
で
あ
る
荷
田
春
満
を
め
ぐ
っ
て
、
当
代
の
思
想

家
と
の
学
的
交
渉
や
神
社
の
状
況
を
見
据
え
た
神
道
史
と
い
う
立
場

か
ら
分
析
し
た
論
考
を
中
心
に
纏
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

本
書
の
構
成
を
、
予
め
紹
介
し
て
お
こ
う
。

　　

は
じ
め
に

　

第
一
章　

荷
田
春
満
の
学
問
形
成
と
展
開

　
　

･

第
一
節　

荷
田
春
満
と
契
沖
の
学
的
関
係―

『
日
本
書
紀
神
代

巻
訓
釈
伝
類
語
』
を
中
心
に―

／
第
二
節　

荷
田
春
満
の
学
統

に
関
す
る
一
考
察―

奥
村
仲
之
と
の
関
係
を
中
心
に
し
て―

／

第
三
節　

荷
田
春
満
の
神
代
巻
解
釈
の
形
成
過
程―

稲
荷
社
祭

神
説
と
関
連
し
て―

／
第
四
節　

荷
田
春
満
の
伝
授
否
定
と
そ

の
意
味―

国
学
の
発
生
と
関
連
し
て―

／
補
論　
『
日
本
書
紀
』

神
代
巻
講
義
の
聞
書
お
よ
び
問
答
書
類
に
つ
い
て

　

第
二
章　

春
満
学
の
継
承
と
展
開

　
　

･
第
一
節　

稲
荷
社
祠
官
著
作
の
由
緒
記
と
荷
田
春
満
の
神
代
巻

解
釈
／
第
二
節　

賀
茂
真
淵
の
古
道
観

　

第
三
章　

遠
州
荷
田
派
の
学
問
・
行
動
と
神
社
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･

第
一
節　

杉
浦
国
頭
の
学
問
形
成
と
家
職―

前
期
国
学
研
究
の

課
題
と
関
連
し
て―

／
第
二
節　

近
世
遠
江
国
に
お
け
る
式
内

社
研
究―

国
学
者
の
著
述
を
中
心
に―

／
第
三
節　

近
世
遠
江

国
に
お
け
る
神
社
・
神
職
の
組
織
化
の
問
題

　

第
四
章　

近
代
国
学
へ
の
展
望
と
そ
の
研
究

　
　

･

第
一
節　
「
気
吹
舎
蔵
板
」
版
行
に
関
す
る
基
礎
的
研
究―

「
伊

吹
廼
屋
先
生
及
門
人
著
述
刻
成
之
書
目
」
各
種
の
紹
介
と
考
察

―

／
第
二
節　

維
新
期
平
田
派
国
学
と
民
俗
信
仰―

『
宮
比
神
』

神
像
画
を
例
に
し
て―

／
第
三
節　

近
代
神
道
学
者
の
国
学
観

／
補
論　

国
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
に
お
け
る
国
学
研
究

の
歩
み

　

お
わ
り
に

　

第
一
章
に
は
、
従
前
の
春
満
研
究
に
於
い
て
最
も
包
括
的
且
つ
詳

細
な
業
績
を
示
し
た
三
宅
清
の
評
価
、
即
ち
春
満
を
し
て
、
古
学
を

唱
え
た
先
覚
者
の
一
人
で
は
あ
る
が
そ
の
学
問
内
容
は
儒
学
の
古
学

を
受
容
し
た
も
の
で
あ
り
独
創
性
を
見
出
す
こ
と
は
出
来
な
い
、
と

の
学
説
を
批
判
的
に
検
証
す
る
論
考
が
収
録
さ
れ
た
。
即
ち
、「
荷

田
春
満
と
契
沖
の
学
的
関
係
」
は
、
春
満
が
研
究
活
動
を
行
っ
た

近
世
初
期
の
学
問
状
況
、
就
中
語
釈
（
語
源
）
説
を
俯
瞰
し
た
上
で
、

語
釈
説
の
み
な
ら
ず
仮
名
遣
い
に
つ
い
て
も
春
満
が
契
沖
の
学
説
の

強
い
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
を
論
証
し
た
も
の
で
あ
る
。「
荷
田

春
満
の
学
統
に
関
す
る
一
考
察
」
で
は
、
吉
田
・
吉
川
神
道
の
学
を

継
承
す
る
奥
村
仲
之
と
春
満
と
の
書
紀
神
代
巻
の
注
釈
に
お
け
る
学

説
の
共
通
点
と
相
違
点
と
を
明
確
に
し
た
。「
荷
田
春
満
の
神
代
巻

解
釈
の
形
成
過
程
」
は
、
春
満
の
神
典
研
究
が
若
年
期
の
神
社
研
究

に
根
差
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
興
味
深
い
論
考
で
あ
ろ
う
。
即

ち
、
東
羽
倉
御
殿
預
家
に
生
ま
れ
た
春
満
は
、
元
禄
七
年
の
稲
荷
社

社
殿
造
営
に
あ
た
り
、
羽
倉
家
（
荷
田
家
）
が
そ
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ

を
握
る
べ
く
若
年
期
に
『
稲
荷
社
由
緒
注
進
状
』
を
物
し
た
が
、
そ

こ
に
示
さ
れ
た
稲
荷
社
の
祭
神
観
は
後
の
日
本
書
紀
神
代
巻
研
究
の

基
礎
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
論
証
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
荷

田
春
満
の
伝
授
否
定
と
そ
の
意
味
」
は
、当
初
春
満
の
学
問
は
吉
田
・

吉
川
神
道
に
顕
著
に
見
ら
れ
た
家
伝
秘
授
の
思
想
の
影
響
下
に
形
成

さ
れ
た
も
の
の
、
晩
年
の
春
満
は
そ
れ
ら
伝
授
思
想
を
中
心
と
す
る

既
成
神
道
説
を
否
定
す
る
に
至
っ
た
学
的
な
経
過
を
明
ら
か
に
し
て

い
る
。

　

い
ず
れ
の
論
考
も
、
春
満
の
業
績
を
、
彼
の
生
き
た
時
代
、
あ
る

い
は
当
代
稲
荷
社
を
め
ぐ
っ
て
の
社
会
状
況
を
押
さ
え
た
上
で
分
析

す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
手
堅
い
個
々
の
分
析
は
、
三
宅
清
の
主
張

に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
春
満
の
学
問
が
所

謂
「
儒
家
神
道
」
と
は
一
線
を
画
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
明
確

に
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

第
二
章
で
は
、
春
満
の
学
説
が
稲
荷
社
の
祠
官
に
ど
の
よ
う
に
受
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容
さ
れ
た
の
か
、
あ
る
い
は
国
学
の
学
統
に
お
い
て
春
満
の
後
継
者

と
目
さ
れ
る
賀
茂
真
淵
の
神
道
思
想
を
め
ぐ
っ
て
、
個
々
の
著
述
を

読
み
込
み
な
が
ら
春
満
学
の
継
承
と
展
開
過
程
を
明
ら
か
に
し
て
い

る
。

　
「
稲
荷
社
祠
官
著
作
の
由
緒
記
と
荷
田
春
満
の
神
代
巻
解
釈
」
は
、

春
満
の
門
人
で
あ
っ
た
稲
荷
社
祠
官
大
西
親
盛
が
春
満
の
神
典
観
や

祭
神
観
を
継
承
し
、
そ
の
学
説
が
大
西
家
に
伝
わ
る
由
緒
記
に
色

濃
く
反
映
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
、『
稲
荷
社
事
実
考
証
記
』
等
を
通

じ
て
分
析
し
た
力
作
で
あ
る
。
ま
た
「
賀
茂
真
淵
の
古
道
観
」
で
は
、

真
淵
の
思
想
を
し
て
老
荘
思
想
と
同
一
視
す
る
従
前
の
研
究
を
批
判

的
に
捉
え
、
真
淵
の
古
道
論
、
と
り
わ
け
神
観
念
・
霊
魂
観
に
焦
点

を
絞
り
、
そ
こ
に
真
淵
固
有
の
「
神
代
人
代
を
通
底
す
る
原
理
」
を

見
出
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
第
三
章
は
、
春
満
の
学
問
の
地
域
的
な
展
開
を
見
る
べ

く
、
遠
州
国
学
の
初
期
の
状
況
を
分
析
す
る
論
考
に
よ
っ
て
構
成
さ

れ
た
。

　
「
杉
浦
国
頭
の
学
問
形
成
と
家
職
」
は
、
遠
州
国
学
の
祖
と
評
さ

れ
る
浜
松
諏
訪
神
社
の
大
祝
で
あ
る
杉
浦
国
頭
に
よ
る
春
満
の
学
問

受
容
過
程
を
、
諸
社
禰
宜
神
主
法
度
が
出
さ
れ
神
仏
分
離
の
気
運
が

高
ま
る
中
で
、
仏
教
的
施
設
の
除
去
を
目
的
と
す
る
諏
訪
社
の
造
営

事
業
と
の
関
連
に
お
い
て
分
析
す
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
春
満
の

学
問
受
容
の
要
因
を
、「
神
仏
分
離
の
活
動
を
活
発
化
さ
せ
は
じ
め

た
神
職
の
自
立
的
傾
向
」
に
根
差
す
も
の
で
あ
っ
た
と
主
張
し
て
い

る
。「
近
世
遠
江
国
に
お
け
る
式
内
社
研
究
」
で
は
、
近
世
中
期
以

降
、
学
者
や
神
職
に
よ
る
式
内
社
考
証
が
活
発
化
す
る
趨
勢
に
お
い

て
、
春
満
の
門
人
で
あ
っ
た
杉
浦
国
頭
や
斎
藤
信
幸
が
関
与
し
た
と

推
測
さ
れ
る
『
遠
江
国
式
内
社
摘
考
』
と
そ
の
類
書
群
が
後
の
遠
江

国
式
内
社
考
証
の
基
礎
に
な
っ
た
こ
と
、
そ
う
し
た
研
究
成
果
が
伴

信
友
に
も
た
ら
さ
れ
、
有
名
な
『
神
名
帳
考
証
』
の
成
立
を
部
分
的

に
支
え
て
い
た
、
と
い
う
興
味
深
い
事
実
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

ま
た
「
近
世
遠
江
国
に
お
け
る
神
社
・
神
職
の
組
織
化
の
問
題
」
は
、

遠
江
国
に
お
け
る
吉
田
家
の
神
職
支
配
の
進
捗
を
念
頭
に
置
き
な
が

ら
、
十
八
世
紀
前
期
に
確
認
さ
れ
る
「
杉
浦
国
頭
を
中
核
と
す
る
有

力
者
神
職
官
の
交
流
」
を
契
機
と
し
て
、
吉
田
家
に
よ
る
神
職
の
組

織
化
が
形
成
さ
れ
て
い
く
過
程
を
追
求
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

以
上
、
荷
田
春
満
及
び
荷
田
派
国
学
に
関
す
る
論
考
に
焦
点
を

絞
っ
て
、
そ
の
内
容
を
紹
介
し
て
き
た
。
い
ず
れ
の
論
考
に
も
一
貫

す
る
著
者
の
学
的
方
法
は
、
春
満
の
学
問
と
神
社
あ
る
い
は
そ
の
神

社
を
支
え
る
社
家
と
い
っ
た
現
実
の
存
在
と
の
関
連
に
着
目
し
、
厳

密
な
文
献
考
証
に
基
づ
く
客
観
的
な
立
場
か
ら
分
析
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
る
。
そ
の
堅
実
且
つ
斬
新
な
切
り
口
は
、
ま
さ
し
く
荷
田

春
満
研
究
の
新
た
な
地
平
を
開
く
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

ち
な
み
に
、
本
書
は
、
以
上
の
如
く
も
っ
ぱ
ら
稲
荷
社
社
家
の
出

身
で
あ
る
春
満
の
具
体
的
な
足
跡
や
先
達
の
学
説
と
の
影
響
関
係
、
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ま
た
社
家
等
の
門
人
層
に
対
す
る
春
満
の
学
説
の
普
及
過
程
と
い
っ

た
着
眼
点
か
ら
春
満
の
学
問
を
論
じ
る
も
の
で
あ
る
が
、
彼
の
学
説

を
支
え
る
神
祇
信
仰
、
お
し
な
べ
て
神
学
と
い
う
領
域
に
つ
い
て
、

あ
ま
り
言
及
さ
れ
て
は
い
な
い
。
も
っ
と
も
、
客
観
的
な
神
道
史
と

い
う
立
脚
点
に
基
づ
く
著
者
の
学
的
方
法
に
、
そ
う
い
っ
た
領
域
の

分
析
を
期
待
す
る
こ
と
は
、
見
当
違
い
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
信
仰
と
文
献
考
証
学
と
の
相
関
に
国
学
者
の
学
説
が
確
立
さ
れ
た

と
見
る
な
ら
ば
、著
者
に
は
、春
満
の
信
仰
的
側
面
に
も
、目
を
配
っ

て
戴
き
た
い
と
思
う
。

　

繰
り
返
す
が
、
本
書
の
主
要
な
テ
ー
マ
の
一
つ
は
、
国
学
者
の
学

問
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
を
通
じ
て
社
家
等
の
門
人
層
あ
る
い
は
特
定

地
域
に
受
容
さ
れ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
の
着
眼
点
は
、

第
四
章
に
収
録
さ
れ
た
「『
気
吹
舎
蔵
板
』
版
行
に
関
す
る
基
礎
的

研
究
」
や
「
維
新
期
平
田
派
国
学
と
民
俗
信
仰
」
に
も
通
底
し
て
い

る
。
と
り
わ
け
後
者
の
論
考
は
、「
宮
比
神
御
神
像
」
と
い
う
摺
物

に
着
目
し
、
幕
末
維
新
期
に
廃
仏
政
策
を
断
行
し
た
薩
摩
藩
、
と
り

わ
け
民
衆
の
営
む
民
俗
信
仰
に
、
平
田
篤
胤
の
摺
物
が
ど
の
よ
う
に

受
容
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
を
分
析
す
る
ユ
ニ
ー
ク

な
論
考
で
あ
る
。

　

従
っ
て
本
書
を
通
じ
て
、
近
世
の
国
学
は
、
単
な
る
空
虚
な
思
想

活
動
と
し
て
終
始
し
た
の
で
は
な
く
、
地
に
足
の
つ
い
た
血
の
通
っ

た
学
問
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
改
め
て
実
感
で
き
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
研
究
者
・
神
職
の
み
な
ら
ず
広
く
一
般
読
者
に
も
薦
め

て
擱
筆
と
す
る
。

付
記　

本
稿
は
、「
神
社
新
報
」
平
成
十
八
年
三
月
二
十
七
日
版
に

掲
載
し
た
「『
荷
田
春
満
の
国
学
と
神
道
史
』
書
評
」
に
、
補
筆
し

た
も
の
で
あ
る
。

　
（･

弘
文
堂
、
平
成
十
七
年
十
月
、
Ａ
５
判
、
四
四
〇
頁
、
本
体
六

〇
〇
〇
円
）

（
國
學
院
大
學
講
師
）


