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一
、
神
道
へ
の
開
眼

　

古
い
歴
史
と
伝
統
を
持
つ
英
国
貴
族
の
中
で
育
ま
れ
た
リ
チ
ャ
ー

ド
・
ポ
ン
ソ
ン
ビ
・
フ
ェ
イ
ン�Richard�A

rthur�Brbazon�Pon-
sonby-fane

（1（7（-19（7

）
博
士

（
1
（

の
教
養
は
、
日
本
文
化
に
関
す
る

研
究
の
糧
に
な
つ
て
、
博
士
の
研
究
を
助
け
た
に
違
ひ
な
い
が
、
一

方
博
士
が
日
本
文
化
の
研
究
を
志
し
、
日
本
語
の
習
得
を
思
立
つ
た

の
は
、英
国
に
お
け
る
日
本
学
者
、ア
ス
ト
ン
（

一
八
四
一

一
九
一
一

）
の
英
訳
『
日

本
紀
』、
同
じ
く
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
（

一
八
五
〇

一
九
三
五

）
の
英
訳
『
古
事
記
』
な

ど
を
読
み
、
そ
れ
ら
の
も
と
に
な
つ
た
文
献
を
直
接
読
み
た
い
と
い

ふ
強
い
願
望
が
あ
つ
た
か
ら
だ
と
い
ふ

（
（
（

。
勿
論
、
か
う
し
た
博
士
の

願
望
は
、
や
が
て
博
士
が
多
く
の
日
本
に
関
す
る
著
述
を
残
し
、
か

つ
海
外
に
日
本
文
化
を
紹
介
す
る
に
至
つ
た
重
要
な
発
端
と
な
つ
た

こ
と
は
否
め
な
い
。

　

ま
た
、
ポ
ン
ソ
ン
ビ
博
士
（

以
下
、
ポ
博
士

と
略
す
。　

）
の
日
本
研
究
に
お
け
る
領

域
を
見
れ
ば
、
博
士
は
日
本
の
理
解
と
そ
の
文
化
的
意
義
の
顕
揚
の

た
め
に
、
日
本
歴
史
一
般
及
び
皇
室
制
度
の
研
究
、
神
道
及
び
神
社

の
研
究
、
そ
し
て
日
本
教
育
や
日
本
人
の
日
常
生
活
に
関
す
る
思
索

論
評
等
に
わ
た
つ
て
展
開
し
て
ゐ
る
が
、
ポ
博
士
の
学
問
の
特
質
は
、

「
そ
の
全
組
織
に
於
い
て
全
き
日
本
学
の
一
体
系
を
形
作
つ
て
ゐ
る

も
の
と
断
じ
て
よ
い
」
と
、
徳
重
浅
吉
教
授
に
よ
つ
て
指
摘
さ
れ
て

ゐ
る

（
（
（

。

　

と
く
に
、ポ
博
士
の
研
究
に
は

（
4
（

、ま
づ
『
皇
室
譜
』
を
は
じ
め
、『
京

都
史
』『
御
陵
』『
皇
室
と
神
道
』『
神
道
の
盛
衰
』
或
ひ
は
『
賀
茂

御
祖
神
社
御
紀
』
等
々
枚
挙
に
逞
が
な
い
が
、
博
士
晩
年
の
五
、
六

年
は
全
国
の
神
社
、
神
道
研
究
に
没
頭
さ
れ
、
そ
の
成
果
も
一
一
〇

余
篇
の
論
文
と
な
つ
て
発
表
さ
れ
て
ゐ
る
。
と
も
あ
れ
、
こ
の
や
う

な
ポ
博
士
の
神
道
、
神
社
に
関
す
る
研
究
の
中
か
ら
、
と
く
に
宗
教

と
し
て
の
神
道
の
捉
へ
方
、
ま
た
神
道
信
仰
の
核
と
な
る
御
霊
の
理

解
に
つ
い
て
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
み
よ
う
と
思
つ
て
ゐ
る
。

ポ
ン
ソ
ン
ビ
博
士
の
神
道
研
究

―

と
く
に
御み

神た

魂ま

の
理
解
に
つ
い
て―

照

沼

好

文



�74明治聖徳記念学会紀要〔復刊第 44 号〕平成 19 年 11 月

二
、
宗
教
と
し
て
の
神
道
に
つ
い
て

　

さ
て
、
明
治
以
来
、
外
国
人
の
接
し
た
日
本
民
族
固
有
の
神
道
に

つ
い
て
の
見
方

（
（
（

は
、
さ
ま
ざ
ま
で
あ
つ
た
と
思
ふ
。
例
へ
ば
チ
ェ
ン

バ
レ
ン
教
授
は
『
日
本
事
物
誌

（
（
（

』
の
中
に
、

　
　

�

神
道
は
し
ば
し
ば
宗
教
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
今
日
そ

の
公
式
代
弁
者
を
勤
め
、
そ
れ
を
愛
国
的
制
度
と
し
て
維
持
し

よ
う
と
欲
し
て
い
る
人
び
と
の
意
見
に
お
い
て
す
ら
も
、
そ

の
名
〔
宗
教
〕
に
価
す
る
資
格
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。
神
道
に

は
、
ま
と
ま
つ
た
教
義
も
な
け
れ
ば
、
神
聖
な
る
本
〔
聖
書
・

教
典
の
類
〕
も
、
道モ

ー
ラ
ル
・
コ
ー
ド

徳
規
約
も
な
い
。
道
徳
規
約
が
欠
如
し
て

い
る
理
由
は
、
こ
の
国
の
解
説
者
た
ち
の
書
い
た
も
の
に
よ
れ

ば
、
日
本
人
の
人
間
性
が
先
天
的
に
完
璧
で
あ
る
か
ら
で
あ
つ

て
、
そ
の
よ
う
な
外
観
的
な
支
柱
を
必
要
と
せ
ぬ
か
ら
で
あ
る

と
い
う
。

　

と
述
べ
て
ゐ
る
が
、
神
道
に
と
つ
て
は
か
な
り
厳
し
い
批
判
的
な

眼
で
観
察
さ
れ
て
ゐ
る
。

　

だ
が
、
こ
の
や
う
な
神
道
の
見
方
に
対
し
て
、
ポ
博
士
の
場
合
、

ど
の
や
う
な
神
道
の
捉
へ
方
を
し
て
ゐ
る
だ
ら
う
か
。

　

ま
づ
、
ポ
博
士
は
『
神
道
の
盛
衰

（
7
（

』
の
中
に
、「
神
道
は
宗
教
で

あ
る

（
（
（

」
と
は
つ
き
り
と
断
言
し
て
ゐ
る
。
そ
の
上
で
、
ポ
博
士
は
、

　
　

�

神
道
は
宗
教
に
非
ず
と
い
ふ
内
務
省
の
公
式
見
解
に
も
拘
わ
ら

ず
、「
宗
教
」
の
語
を
使
用
し
て
ゐ
る
。
私
の
考
へ
で
は
、
神

道
は
最
も
活
力
に
富
む
宗
教
で
あ
り
、
か
つ
非
常
な
生
命
力
を

持
つ
宗
教
で
あ
る
。（

原
、
英
文
。
引
用
文
の

和
訳
は
照
沼
。
以
下
同
。）

　

と
、
神
道
の
宗
教
性
を
強
調
し
て
ゐ
る
。

　

ま
た
、
こ
の
ポ
博
士
の
神
道
観
に
対
し
て
、
比
較
宗
教
学
の
泰
斗
、

加
藤
玄
智
博
士
は
、

　
　

�〔
ポ
博
士
は
〕
神
道
は
宗
教
で
あ
る
。
た
だ
宗
教
で
あ
る
と
い

ふ
だ
け
で
な
く
、
非
常
な
生
命
力
を
持
つ
宗
教
で
あ
る
と
、
力

強
く
は
つ
き
り
宣
言
さ
れ
た
。
こ
の
点
、
ポ
博
士
と
私
と
は
全

く
同
じ
結
論
に
達
し
た
。
し
か
し
、
私
た
ち
は
神
道
で
あ
る
と

い
ふ
同
一
の
結
論
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
両
者
の
立
場
は
異
な
つ

て
ゐ
る
。
私
の
立
場
は
あ
く
ま
で
も
、
比
較
宗
教
学
の
立
場
か

ら
そ
の
や
う
に
主
張
し
て
ゐ
る
。（
原
、
英
文
）

　

と
、
比
較
宗
教
学
の
立
場
か
ら
「
神
道
は
宗
教
で
あ
る

（
9
（

」
こ
と
を

強
調
さ
れ
て
ゐ
る
。

　

こ
こ
で
、
ポ
博
士
の
神
道
研
究
或
ひ
は
神
道
宗
教
説
の
成
立
過
程

を
み
て
い
く
と
、
徳
重
浅
吉
教
授
は
ポ
博
士
の
学
問
の
背
景
、
或
ひ

は
神
道
宗
教
説
の
成
立
の
背
景
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
、
次
の
や
う

に
述
べ
て
ゐ
る
。

　
　

�
加
之
、（
ポ
）
氏
は
ま
た
単
な
る
科
学
的
方
法
の
適
用
で
は
な
い
。

古
代
諸
民
族
の
精
神
生
活
を
研
究
す
る
に
当
た
り
て
は
、
後
世

の
開
明
し
た
民
族
の
精
神
生
活
、
従
つ
て
こ
れ
を
素
材
と
し
て



ポンソンビ博士の神道研究（照沼）�7�

立
て
ら
れ
た
る
学
問
研
究
の
思
索
方
法
は
、
之
を
そ
の
ま
ま
用

ひ
る
こ
と
が
出
来
ぬ
部
面
の
あ
る
こ
と
を
よ
く
〳
〵
知
つ
て
ゐ

ら
れ
た
の
で
あ
る
。
之
に
は
比
較
的
夙
く
か
ら
英
国
に
発
達
し

た
未
開
民
族
の
社
会
と
宗
教
と
の
研
究
、
即
ち
人
類
学
や
民
俗

学
の
数
多
い
報
告
や
著
述
に
対
す
る
研
究
が
暗
黙
の
間
に
影
響

を
与
へ
た
こ
と
で
あ
ら
う

（
（（
（

。
云　

　

々

　
　

�　

而
し
て
、
民
俗
学
的
考
察
を
加
味
せ
る
古
代
史
研
究
の
上
に

立
つ
て
、
日
本
の
神
社
を
調
べ
、
そ
の
上
に
日
本
本
来
の
民
俗

信
仰
と
し
て
の
神
道
を
把
握
せ
ん
と
試
み
た
人
だ
け
に
、
氏
は

常
に
神
道
は
宗
教
な
り
と
い
ふ
立
場
を
堅
持
し
、
そ
の
上
に
万

世
一
系
の
皇
室
を
天
津
日
嗣
の
御
位
の
宿
り
ま
す
る
と
こ
ろ
と

し
て
戴
き
ま
つ
つ
て
ゐ
る
。
日
本
国
道
の
本
質
を
も
理
解
せ
ん

と
し
て
ゐ
ら
れ
た

（
（（
（

。
云　

　

々

　

結
局
、
徳
重
教
授
の
指
摘
に
拠
れ
ば
、
ポ
博
士
の
神
道
宗
教
に
対

す
る
理
解
は
、「
英
国
に
発
達
し
た
未
開
民
族
の
社
会
と
宗
教
と
の

研
究
、
即
ち
人
類
学
や
民
俗
学
」
的
な
教
養
を
活
用
し
、
か
つ
「
民

俗
学
的
考
察
を
加
味
せ
る
古
代
史
研
究
の
上
に
立
つ
て
、
日
本
の
神

社
を
調
べ
、
そ
の
上
に
日
本
本
来
の
民
俗
信
仰
」、
所
謂
国
民
的
宗

教
と
し
て
の
神
道
を
把
握
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

か
く
し
て
、
神
道
の
顕
著
な
特
色
と
し
て
、
と
く
に
ポ
博
士
は
つ

ぎ
の
点
を
強
調
し
て
ゐ
る
。

　

㈠�

、
神
道
は
極
め
て
寛
容
性
に
富
み
、
外
国
の
や
う
に
宗
教
上
の

迫
害
が
な
か
つ
た
こ
と
。

　

㈡�

、神
道
は
清
浄
性
、潔
白
性
を
尚
び
、そ
し
て
そ
の
所
作
慣
習
が
、

正
し
く
伝
承
さ
れ
て
ゐ
る
。

　

㈢�

、
古
来
、
日
本
に
お
い
て
は
国
家
と
宗
教
と
が
一
致
し
て
、
天

皇
は
最
高
の
祭
司
で
あ
ら
せ
ら
れ
た
。

　

以
上
の
う
ち
、
神
道
の
顕
著
な
特
色
と
し
て
、
ポ
博
士
が
最
も
強

調
さ
れ
た
の
は
、
㈡
の
「
神
道
の
清
浄
性
、
潔
白
性
」
で
あ
る
。
即

ち
、
ポ
博
士
は
、

　
　

�

間
違
ひ
な
く
、
神
道
の
特
色
と
し
て
、
最
も
際
立
つ
の
は
清
浄

性
で
あ
る
。
古
代
に
お
け
る
全
て
の
古
典
の
中
で
は
、
こ
の
徳

義
が
、
最
も
強
調
さ
れ
て
ゐ
る
。
ま
た
、
原
初
の
信
仰
形
態
の

中
で
、
最
重
要
な
教
義
が
、
こ
の
清
浄
性
に
よ
つ
て
形
成
さ
れ

て
ゐ
る
点
は
疑
ふ
余
地
は
な
い
。
私
は
屢
々
、
仏
教
か
ら
得
た

恩
恵
に
つ
い
て
は
耳
に
す
る
が
、
神
道
の
徳
義
に
つ
い
て
は
殆

ど
言
は
れ
て
ゐ
な
い
。
神
道
の
称
賛
す
べ
き
特
質
で
あ
る
清
浄

性
、
潔
白
性
は
間
違
ひ
な
く
、
固
有
の
信
仰
の
産
物
で
あ
る

（
（（
（

。

　

と
述
べ
て
ゐ
る
。
こ
の
や
う
に
、
ポ
博
士
は
神
道
の
教
義
と
し
て
、

清
浄
性
、
潔
白
性
が
最
も
大
切
な
徳
義
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
ゐ

る
。

三
、
神
道
神
学
と
神
典
研
究

　

と
こ
ろ
で
、
冒
頭
に
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
教
授
の
神
道
に
つ
い
て
の
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見
方
を
紹
介
し
た
が
、
と
く
に
そ
の
中
で
、「
神
道
に
は
、
ま
と
ま

つ
た
教
義
も
な
け
れ
ば
、
神
聖
な
る
本
〔
聖
書
・
経
典
の
類
〕
も
、

道モ
ー
ラ
ル徳

規・
コ
ー
ド約

も
な
い

（
（（
（

」
と
、
チ
ェ
教
授
は
一
見
神
道
に
対
し
て
、
未
開

種
族
の
自
然
崇
拝
を
連
想
さ
せ
る
や
う
な
印
象
を
与
へ
て
ゐ
る
。
し

か
し
、
か
う
し
た
チ
ェ
教
授
の
神
道
に
つ
い
て
の
見
方
と
は
対
照
的

に
、
ポ
博
士
は
宗
教
と
し
て
の
神
道
に
欠
か
せ
ぬ
も
の
を
常
に
論
究

し
て
ゐ
る
。

　

例
へ
ば
、
ポ
博
士
は
神
道
に
お
け
る
「
宗
教
と
し
て
の
、
則
ち
信

仰
構
造
の
本
質
と
し
て
の
神
霊

（
（（
（

」
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、
当
然
神

道
神
学

（
（（
（

の
援
助
に
頼
る
必
要
を
感
じ
、
そ
の
神
学
の
基
礎
と
な
る
神

典
研
究
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
宗
教
と
し
て
の

神
道
の
考
察
に
は
、
神
道
の
信
仰
、
教
義
を
十
分
理
解
す
る
こ
と
の

大
切
さ
を
、ポ
博
士
は
強
調
し
て
ゐ
る
が
、そ
の
た
め
に
、ま
づ
「
神

道
の
神
典
と
し
て
尊
重
す
べ
き
も
の
は
、
古
事
記
、
日
本
書
紀
、
古

語
拾
遺
、
旧
事
紀
、
神
詞
等
の
古
典
で
あ
る
」
こ
と
を
述
べ
て
ゐ
る
。

さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
神
典
を
理
解
す
る
た
め
に
、「
偉
大
な
国
学
者
、

賀
茂
真
渕
、
本
居
宣
長
、
平
田
篤
胤
ら
の
大
部
の
学
問
的
な
註
釈
書
」

を
案
内
書
と
し
て
、
学
ぶ
べ
き
こ
と
を
解
説
し
て
ゐ
る

（
（（
（

。

　

こ
の
や
う
に
、
ポ
博
士
は
宗
教
と
し
て
の
神
道
に
は
、
神
道
神
学
、

そ
の
基
本
と
な
る
神
典
、
或
ひ
は
神
典
研
究
な
ど
に
言
及
し
て
ゐ
る
。

且
又
、博
士
は
、神
道
神
学
の
成
立
、神
典
研
究
の
発
達
に
注
目
し
て
、

　
　

�

外
来
の
神
学
に
染
ま
ら
ぬ
純
粋
神
道
は
、
真
摯
に
母
国
の
文
献

研
究
に
専
念
し
た
和
学
者
に
よ
つ
て
展
開
さ
れ
る
ま
で
、
一
定

の
神
学
は
な
か
つ
た
。
水
戸
黄
門
（
光
圀
）
の
『
大
日
本
史
』

編
さ
ん
は
、
古
代
史
研
究
の
動
機
づ
け
の
役
を
務
め
、
ま
た
荷

田
春
満
は
神
道
に
注
意
を
注
い
だ
先
駆
的
人
物
で
あ
つ
た
。
彼

の
あ
と
を
賀
茂
真
渕
が
継
承
し
、
真
渕
に
学
ん
だ
本
居
宣
長
は
、

一
般
に
卓
抜
の
神
道
神
学
者
と
目
さ
れ
た
。
彼
の『
古
事
記
伝
』

全
四
四
巻
は
、
定
評
あ
る
古
事
記
の
一
大
註
釈
書
で
あ
る
。
徳

川
時
代
の
末
期
に
は
、
宣
長
の
没
後
の
門
人
平
田
篤
胤
、
宣
長

の
学
説
に
反
対
の
意
見
を
躊
躇
な
く
発
表
し
た
橘
守
部
、
伴
信

友
ら
が
活
躍
し
た

（
（（
（

。

　

と
解
説
し
て
ゐ
る
。

　

因
み
に
、
以
上
の
ポ
博
士
の
論
説
を
一
層
理
解
し
、
且
深
め
る
た

め
に
、
村
岡
典
嗣
教
授
の
論
文
を
参
考
す
れ
ば
、
教
授
は
神
道
神
学

或
ひ
は
神
典
研
究
の
発
達
に
つ
い
て
、
宣
長
の
『
古
事
記
伝
』
の
大

成
は
、「
そ
の
後
の
神
典
研
究
に
動
か
ぬ
礎
を
お
い
た

（
（（
（

」
と
指
摘
し

て
ゐ
る
。
そ
し
て
、
か
う
述
べ
て
ゐ
る
。

　
　

�

斯
の
如
き
古
来
の
神
典
研
究
に
し
て
、
若
、
何
等
か
哲
学
的
も

し
く
は
神
学
的
と
称
す
る
に
足
る
思
想
を
、
多
少
と
も
自
発
的

に
生
み
出
し
た
も
の
が
あ
り
と
せ
ば
、
…
近
世
、
殊
に
、
文
献

学
的
研
究
後
の
発
達
、
即
ち
普
通
復
古
神
道
も
し
く
は
古
学
神

道
と
称
せ
ら
る
ゝ
も
の
に
、
之
を
見
る
の
で
あ
つ
た
。
…（

（（
（

　

と
。
即
ち
、
田
中
初
夫
氏
の
言
葉
を
借
り
れ
ば

（
（（
（

、
従
来
、
神
道
の
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神
学
は
、
所
謂
近
世
の
「
国
学
の
系
統
に
基
づ
く
学
問
的
知
識
」
が

主
流
と
な
り
、「
神
と
そ
の
古
典
研
究
解
釈
の
上
に
」
成
立
し
て
ゐ

る
こ
と
を
端
的
に
述
べ
て
ゐ
る
。
こ
の
や
う
に
み
て
く
る
と
、
さ
き

の
ポ
博
士
の
言
葉
に
広
が
り
と
深
み
を
覚
え
る
。

四
、
神
典
に
つ
い
て

　

次
い
で
、
ポ
博
士
は
神
道
神
学
そ
し
て
そ
の
基
本
と
な
る
神
典
に

言
及
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
、
こ
れ
に
注
目
し
て
み
る
と
、
ポ
博
士
は

「
御み

神た

魂ま

及
び
広
田
神
社

（
（（
（

」
と
い
ふ
論
文
の
中
に
、

　
　

�

こ
の
論
文
の
主
目
的
で
あ
る
広
田
神
社
史
の
研
究
に
取
掛
か
る

ま
へ
に
、
簡
単
に
神
道
神
学
に
つ
い
て
言
及
し
、
御
神
魂
に
つ

い
て
多
少
の
解
説
を
試
み
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
に
は
特
に
古

事
記
、
日
本
書
紀
そ
し
て
古
語
拾
遺
の
三
典
の
援
助
を
待
た
ね

ば
な
ら
ぬ
。
ま
た
、
こ
れ
ら
を
神
道
神
典
と
呼
ぶ
に
適
は
し
い

と
思
ふ
し
、
私
は
こ
の
三
典
を
神
典
と
し
て
扱
ふ
つ
も
り
で
あ

る
。

　

と
述
べ
て
ゐ
る
。
と
く
に
以
上
に
拠
れ
ば
、
博
士
は
記
、
紀
、
古

語
拾
遺
の
三
典
に
つ
い
て
の
解
説
と
、
そ
の
三
典
尊
重
の
意
味
を
述

べ
て
ゐ
る
。

　

ま
づ
、
記
、
紀
に
関
し
て
は
、

　
　

�

私
は
、
記
、
紀
、
古
語
拾
遺
の
文
献
を
神
典
と
し
て
記
述
し
て

ゐ
る
が
、
記
、
紀
二
典
は
宗
教
的
な
目
的
を
も
つ
て
編
纂
さ
れ

た
古
典
で
は
な
く
、
た
だ
国
史
を
編
述
し
た
史
書
で
あ
つ
た
と

い
ふ
こ
と
を
心
に
銘
記
し
て
置
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
　

�　

お
そ
ら
く
、
こ
の
二
典
は
サ
ム
エ
ル
記
（
旧
約
聖
書
中
の
上

下
二
巻
。Sam

uel.

）、
土
師
記
（
旧
約
聖
書
中
の
一
書
。Judges.

）、

列
王
紀
（
旧
約
聖
書
中
の
一
書
。K

ings.

）、
そ
し
て
歴
代
志
（
旧

約
聖
書
中
の
上
下
二
巻
。Chronicles.

）
等
の
聖
典
に
酷
似
し
て

ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
る
が
、
全
体
と
し
て
、
記
紀
は
キ
リ
ス
ト

教
の
聖
典
、
マ
ホ
メ
ツ
ト
の
コ
ー
ラ
ン
、
仏
教
の
経
典
等
と
同

一
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
記
紀
二
典
に
は
史
実
が
述
べ
ら

れ
、
ま
た
様
々
な
物
語
か
ら
抽
出
さ
れ
た
道
徳
以
外
に
、
宗
教

的
教
義
の
や
う
な
も
の
は
含
ま
れ
て
ゐ
な
い

（
（（
（

。

　

と
、
こ
の
や
う
に
他
宗
教
に
お
け
る
聖
典
と
比
較
し
て
、
記
紀
の

性
格
を
明
ら
か
に
し
て
ゐ
る
。
こ
の
ほ
か
に
も
、
記
紀
、
或
ひ
は
そ

の
他
の
古
典
に
つ
い
て
解
説
し
て
ゐ
る
が
、
ポ
博
士
は
と
り
わ
け
神

典
中
、古
語
拾
遺
を
尊
重
し
て
、同
書
の
解
説
に
力
点
を
置
い
て
ゐ
る
。

　
　

�

古
語
拾
遺
は
か
な
り
後
代
の
書
で
あ
り
、
全
く
短
篇
の
書
で
あ

る
。
本
書
の
目
的
は
完
全
な
史
書
を
目
指
す
こ
と
で
は
な
く
、

た
だ
忌
部
氏
の
確
か
な
正
当
性
と
特
権
を
訴
へ
る
こ
と
の
潔
白

さ
を
証
明
す
る
た
め
に
、
過
去
の
出
来
事
を
述
べ
て
ゐ
る
だ
け

で
あ
る
。
従
つ
て
、
本
書
は
一
種
の
特
別
な
訴
牒
で
あ
る
の
で
、

と
も
す
れ
ば
疑
ひ
の
眼
を
も
つ
て
傍
観
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
し

か
し
、
い
ま
私
た
ち
の
身
辺
に
あ
る
当
時
の
神
道
信
仰
に
関
す
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る
資
料
の
な
か
で
は
、
本
書
が
最
も
貴
重
な
存
在
で
あ
る
や
う

に
思
は
れ
る
。

云　
　

云

　
　

�　

確
か
に
、
本
書
の
所
見
に
は
、
原
初
の
信
仰
と
相
違
す
る
点

は
あ
る
だ
ら
う
が
、
平
安
時
代
の
初
期
に
、
彼
ら
は
最
も
純
粋

な
心
を
も
つ
て
、
神
道
信
仰
に
つ
い
て
偽
り
の
な
い
姿
を
本
書

に
描
い
て
ゐ
る
。
従
つ
て
、
本
書
は
神
典
と
し
て
、
十
分
採
用

で
き
る
と
思
ふ

（
（（
（

。

　

即
ち
、
ポ
博
士
は
、
古
語
拾
遺
に
は
記
紀
二
典
に
窺
は
れ
な
い
当

時
の
神
道
思
想
が
反
映
さ
れ
、
か
つ
宗
教
と
し
て
の
神
道
信
仰
の
形

態
が
発
見
さ
れ
る
と
し
て
、
特
に
本
書
を
神
典
と
し
て
尊
重
す
る
所

以
を
披
瀝
し
て
ゐ
る
。

五
、
神
魂
に
つ
い
て
の
理
解

㈠　

神
魂
の
語
義

　

さ
て
、
宮
地
直
一
博
士
は
、「
神
社
概
説

（
（（
（

」
中
に
、
神
社
の
要
素

の
明
確
化
は
、「
先
づ
第
一
に
而
か
も
最
も
重
要
な
事
項
」
で
あ
る

と
し
て
、
そ
の
祭
神
に
つ
い
て
解
説
さ
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
に
拠
れ
ば
、

　
　

�

祭
神
は
神
社
の
主
体
を
な
す
も
の
で
、
実
に
第
一
要
素
で
あ
る
。

祭
神
と
し
て
神
祇
を
奉
祀
す
る
に
あ
た
り
、
そ
の
神
々
の
御
魂

全
部
を
奉
祀
す
る
場
合
と
、
和
魂
又
は
荒
魂
等
そ
の
一
部
を
奉

祀
す
る
場
合
と
が
あ
る
が
、
後
世
に
は
そ
の
区
別
を
立
て
る
も

の
は
極
め
て
稀
で
あ
る
。

　

と
、
神
社
神
道
に
お
け
る
祭
神
に
つ
い
て
解
説
さ
れ
て
ゐ
る
。

　

し
か
し
、
実
際
に
こ
の
祭
神
の
所
謂
神
魂
の
理
解
に
つ
い
て
は
、

神
道
を
信
奉
す
る
日
本
人
も
、
と
く
に
宗
教
を
異
に
す
る
西
洋
人
に

と
つ
て
も
、
最
も
難
し
い
問
題
で
あ
る
こ
と
を
、
ポ
博
士
は
述
べ
て

ゐ
る
。

　
　

�

恐
ら
く
、
神
道
神
学
に
お
い
て
最
も
困
難
な
問
題
は
、
ミ
タ
マ

の
語
義
と
そ
の
特
質
に
つ
い
て
の
把
握
で
あ
る

（
（（
（

。

　

ま
た
、
と
く
に
両
者
の
間
に
お
け
る
信
奉
す
る
宗
教
に
よ
つ
て
、

神
魂
の
理
解
に
相
違
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
ゐ
る
。

　
　

�

数
多
い
神
魂
は
神
々
の
所
有
の
物
と
認
め
て
ゐ
る
日
本
人
は
、

完
全
に
神
人
同
格
説
に
よ
つ
て
導
か
れ
、
ま
た
彼
ら
が
人
間
と

し
て
彼
ら
自
身
が
所
有
し
て
ゐ
る
も
の
を
、
た
だ
神
々
に
宛
が

つ
て
ゐ
る
だ
け
で
あ
る
こ
と
を
、
最
初
に
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。

西
洋
人
で
あ
る
私
た
ち
は
、
肉
体
に
加
へ
て
霊
魂
が
あ
る
と
意

識
し
て
ゐ
る
。
あ
る
意
味
で
、
こ
れ
は
二
重
性
で
あ
る

（
（（
（

。

　

こ
の
や
う
に
、
宗
教
の
相
違
に
よ
つ
て
も
、
神
魂
理
解
の
難
し
さ

を
述
べ
て
ゐ
る
が
、
さ
ら
に
ポ
博
士
は
神
典
に
出
て
く
る
神
魂
に
つ

い
て
解
説
し
て
ゐ
る
。

　

即
ち
、
神
典
中
の
四
種
の
神
魂―

和
魂
、
荒
魂
、
幸
魂
、
奇
魂
を

挙
げ
て
ゐ
る
。
こ
の
四
神
魂
の
う
ち
、
幸
魂
、
奇
魂
は
古
事
記
に
記

載
が
な
く
、
書
紀
は
た
だ
一
ヶ
所
だ
け
記
載
し
て
ゐ
る
と
、
書
紀
神
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代
上
の
大
己
貴
神
と
大
三
輪
の
神
と
の
対
話
を
示
し
て
ゐ
る

（
（（
（

。

　

他
方
、
書
記
神
功
皇
后
巻
の
「
住
吉
の
御み

お

誨し
え

」
（
（（
（

に
見
え
る
和
魂
、

荒
魂
に
つ
い
て
の
語
義
を
説
明
し
て
ゐ
る
。

　

そ
の
説
明
に
拠
れ
ば
、

　
　

�

語
源
的
に
、
和
の
意
味
は
難
解
で
は
な
く
、
平
和
なpeaceful

或
ひ
は
平
静
なtranquil

と
い
ふ
意
味
が
あ
る
が
、
一
方
の
荒

の
語
に
は
種
々
の
説
が
あ
り
、
か
な
り
論
議
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と

は
確
か
で
あ
る
。
従
つ
て
、
採
用
さ
れ
る
語
義
の
如
何
で
、
荒

魂
の
性
格
或
ひ
は
そ
の
概
念
が
違
つ
て
導
か
れ
、
重
大
な
問
題

が
あ
る

（
（（
（

。

　

と
ポ
博
士
は
説
明
し
て
ゐ
る
が
、
次
い
で
松
岡
静
雄
編
の
『
日
本

古
語
大
辞
典
』
か
ら
「
荒
」
の
語
釈
を
紹
介
し
て
ゐ
る
。
そ
の
主
要

な
部
分
を
み
れ
ば
、

　
　

�

粗
野
なrough

或
ひ
は
無
造
作
なrude

と
い
ふ
意
味
の
荒
の

文
字
は
、
悪
事bad

或
ひ
は
狂
暴violent

と
い
ふ
悪
（
ワ
ル
）

か
ら
派
生
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
が
、
神
々
に
悪
意
が
あ
り
、
殊
に

邪
悪
な
心
を
表
は
し
た
言
葉
の
用
例
は
古
文
中
、
ど
こ
に
も
見

あ
た
ら
な
い
の
で
、
荒
は
現
は
れ
るto�appear

或
ひ
は
、
外

形
に
現
は
れ
るto�m

ake�m
anifest

と
い
ふ
意
味
を
表
は
す

現ア
ラ
ハ
ルの

字
を
用
ゐ
る
べ
き
で
あ
る
。
荒
は
荒
魂
が
恐
怖
を
伴

ふ
怨
霊
に
考
へ
ら
れ
る
至
つ
た
時
に
登
場
し
た
転
訛
語
で
あ

り
、
語
源
的
に
荒
魂
の
語
に
は
表
面
に
行
動
を
示
す
御
霊the�

spirit�m
ade�m

anifest

と
い
ふ
意
味
以
外
の
意
味
は
見
当
た

ら
な
い

（
（（
（

。

　

と
、
ポ
博
士
は
松
岡
説
を
紹
介
し
て
ゐ
る
。
ま
た
、
橘
守
部
の
独

創
的
見
解
と
し
て
、「
荒ア

ラ

」
の
音
声
に
よ
つ
て
読
解
す
べ
き
で
あ
り
、

顕
、
生
と
い
ふ
二
つ
の
文
字
に
よ
つ
て
表
記
で
き
る
と
思
ふ
。

顕

ア
ラ
ハ
レ
ル

は
現

ア
ラ
ハ
レ
ルや

「
生ア

レ

立タ

ち
」to�be�born

と
い
ふ
意
の
生

ウ
マ
レ
ルと

同
義
語
で
あ

る
。
結
局
、
守
部
の
「
荒
魂
」
の
語
義
に
は
表
面
に
行
動
を
示
す
神

魂
の
意
味
以
外
に
意
味
が
見
当
た
ら
な
い
と
、
博
士
は
紹
介
し
て
ゐ

る
（
（（
（

。

　

な
ほ
、
ポ
博
士
は
日
本
武
尊
の
「
吾
は
現
人
神
の
子
」（

岩
波
文
庫
本
『
日

本
書
紀
』
㈡
巻
第

七
、
景
行

紀
、
九
八
頁
。）
と
「
住
吉
之
現
人
神
」（

万
葉
集
、

⑥
-10（0

）
と
の
両
語
句
を
引
用
し
て
、

「
現
人
神
」「
荒
人
神
」
の
語
義
を
解
説
し
て
ゐ
る

（
（（
（

が
、
さ
ら
に
「
和

荒
に
、
種
々
の
意
あ
り
」
と
、
宣
長
が
多
く
の
用
例
を
『
古
事
記
伝
』

に
挙
げ
て
ゐ
る

（
（（
（

の
で
、
博
士
は
こ
れ
を
丹
念
に
英
訳
し
て
ゐ
る

（
（（
（

。

㈡　

神
魂
の
性
格

　

次
い
で
、
ポ
博
士
は
神
魂
の
性
格
に
つ
い
て
考
察
を
展
開
し
て
ゐ

る
が
、
こ
の
神
魂
の
問
題
が
い
か
に
難
し
い
課
題
で
あ
つ
た
か
に
つ

い
て
は
、
賀
茂
真
渕
の
例
を
挙
げ
て
、

　
　

�
真
渕
は
、
伊
勢
の
内
宮
は
天
照
大
御
神
の
和
魂
で
あ
り
、
他
方

実
際
に
食
物
の
神
、
豊
宇
気
比
売
神
を
奉
祀
す
る
外
宮
は
、
天

照
大
御
神
の
荒
魂
で
あ
る
と
驚
く
べ
き
解
説
を
し
て
ゐ
る
。
こ
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れ
は
徳
川
初
期
の
学
者
た
ち
が
、
い
か
に
昏
迷
し
た
か
を
物
語

つ
て
ゐ
る

（
（（
（

。

　

か
く
て
、
ポ
博
士
は
と
く
に
宣
長
の
神
魂
に
つ
い
て
の
解
説
を
紹

介
し
、
か
つ
こ
れ
を
手
掛
り
に
神
魂
の
性
格
の
考
察
に
入
つ
て
ゐ
る
。

　

最
初
に
、
宣
長
の
神
霊
説
に
つ
い
て
、

　
　

�

ま
づ
第
一
に
、
本
居
は
一
柱
の
神
に
は
四
種
の
分
離
す
る
神
魂

を
保
有
す
る
が
、
四
種
の
神
魂
は
単
一
の
神
体
で
あ
り
、
神
魂

は
も
と
の
神
体
の
形
体
化
さ
れ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
主
張
し

て
ゐ
る

（
（（
（

。

　

と
、
博
士
は
宣
長
説
に
注
目
し
て
ゐ
る
。
さ
ら
に
、
以
上
の
一
神

御
霊
四
神
魂
説
を
説
明
す
る
た
め
に
、
宣
長
は
火
の
譬
を
採
用
し
て

ゐ
る
の
で
、
博
士
は
こ
れ
に
注
目
し
て
ゐ
る
。

　
　

�

ま
づ
、
一
つ
の
火
か
ら
燭
や
薪
に
も
、
燃も

え

移う
つ

つ
て
火
と
な
る
。

こ
の
燭
や
薪
の
火
は
、
も
と
の
火
の
光
や
熱
を
発
し
、
も
と
の

火
の
熱
や
光
を
減
少
す
る
こ
と
な
く
も
と
の
火
の
熱
や
光
は
保

た
れ
て
ゐ
る
。
全ス

ベ
テ体

の
神
御
霊
は
本
の
火
で
あ
り
、
四
魂
は
本

の
火
が
燭
や
薪
に
燃
移
つ
た
火
と
同
じ
で
、
全
体
の
神
御
霊
が

分
れ
た
神
魂
で
あ
る
。
即
ち
、
全
体
の
神
御
霊
の
御
霊
で
あ
る

（
（（
（

。

　

他
方
、
平
田
篤
胤
も
ま
た
、
以
上
の
宣
長
説
を
『
古
史
伝
』
に
祖

述
し
て
ゐ
る
。
と
く
に
、
宣
長
の
「
荒
御
魂
、
和
御
魂
」
の
解
説
を

引
用
し
て
、

　
　

�

さ
て
神
の
御
霊
を
、
此

ノ
二

ツ
に
対

ヘ
言
は
、
た
ゞ
其
徳ハ

タ

用ラ
キ

を
云

に
こ
そ
あ
れ
、
全ス

ベ
テ体

の
御
霊
は
御
霊
に
し
て
、
必
ず
し
も
此
二

ツ
に
分
れ
る
外
無ナ

キ

に
は
非
ず

（
（（
（

。

　

と
述
べ
、
さ
ら
に
篤
胤
は
『
古
史
伝
』
に
「
幸サ

キ

魂ミ
タ
マ、

奇ク
ス

魂ミ
タ
マ」

に
つ

い
て
、

　
　

�

師
云
此
は
共
に
和ニ

ギ

魂ミ
タ
マの

名
に
て
、
幸サ

キ

奇ク
シ

と
は
、
其

ノ
徳ハ

タ

用ラ
キ

を
云

な
り
。
二フ

タ

魂ミ
タ
マに

は
非
ず
。
…
其

ノ
故
は
、
若モ

シ

二
ツ

の
魂ミ

タ
マ

な
ら
ば
、

二
神
と
現ア

ラ
ハれ

給
ふ
べ
き
に
、
今
現ア

ラ
ハ
レた

ま
ふ
神
は
一
柱
な
り

（
（（
（

。

　

と
宣
長
説
を
祖
述
し
、
師
説
に
賛
成
し
て
ゐ
る
。
か
う
し
た
宣
長
、

篤
胤
の
神
魂
説
は
、
そ
の
後
の
研
究
に
大
き
な
手
掛
か
り
に
な
つ
て

ゐ
る
こ
と
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
。

　

し
か
し
、
ポ
博
士
は
と
く
に
加
藤
玄
智
博
士
の
説
を
、
宣
長
、
篤

胤
ら
の
神
魂
説
に
対
峙
し
て
取
挙
げ
て
ゐ
る
。
加
藤
博
士
の
神
魂
説

を
要
約
す
れ
ば

（
（（
（

、

　

㈠�

、
四
魂
即
ち
和
魂
荒
魂
幸
魂
奇
魂
に
つ
い
て
、
古
代
人
の
理
解

で
は
遠
く
及
ば
な
い
と
す
る
宣
長
説
と
は
正
反
対
で
あ
る
。

　

㈡�

、
日
本
人
は
全
て
の
神
毎
に
、
ま
た
実
際
に
人
毎
に
、
四
魂
を

保
有
し
て
ゐ
る
と
信
じ
て
ゐ
た
。

　

㈢�

、
こ
の
四
魂
は
ジ
ョ
ー
ン
ズJones

、
ブ
ラ
ウ
ンBrow

n

、
ス

ミ
スSm

ith

、
ロ
ビ
ン
ソ
ンRobinson

と
同
じ
や
う
に
、
本

の
御
霊
か
ら
分
れ
た
実
体
で
あ
り
、
一
つ
の
神
魂
は
他
の
場
面

で
行
動
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
は
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
三
位

一
体
説the�H

oly�T
rinity

に
一
致
し
な
い
。
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と
加
藤
博
士
は
主
張
し
て
ゐ
る
が
、
ポ
博
士
に
拠
れ
ば
、
さ
ら
に

博
士
は
『
神
道―

日
本
の
国
民
的
宗
教
』
の
中
に
、
書
紀
の
神
代
上

第
八
段
の
大
己
貴
神
と
大
三
輪
神
と
の
会
話
を
引
用
し
、
そ
れ
を
解

説
し
て
、

　
　

�

彼
は
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
の
神
即
ち
オ
ホ
ナ
モ
チ
の
神
は
実
際
に
、
彼

の
分
身alter�ego
の
幸
魂
と
奇
魂
と
が
会
話
を
交
は
し
て
ゐ

る
こ
と
を
指
摘
し
、
か
つ
そ
の
会
話
に
関
係
し
て
ゐ
る
幸
魂
、

奇
魂
は
そ
れ
ぞ
れ
一
柱
の
神
体
で
あ
る
に
違
ひ
な
い
と
主
張
し

て
ゐ
る

（
（（
（

。

　

と
、
ポ
博
士
は
加
藤
説
に
注
目
し
て
ゐ
る
。
即
ち
、
宣
長
・
篤
胤

の
所
謂
幸
魂
、
奇
魂
は
「
二フ

タ
ミ
タ
マ魂

に
非
ず
」
と
ふ
説
に
対
峙
し
て
ゐ
る

の
が
わ
か
る
。

　

他
方
、
ポ
博
士
は
と
く
に
和
魂
、
荒
魂
の
機
能
に
つ
い
て
言
及
し

て
ゐ
る
。
博
士
は
ま
づ
、「
荒
魂
の
活
動
範
囲
に
関
す
る
合
意
は
な

く
、
一
般
に
原
初
の
信
仰
は
か
な
り
の
変
化
を
蒙
つ
て
ゐ
る

（
（（
（

」
と
述

べ
、「
大
部
分
の
人
は
、
和
魂
、
荒
魂
の
語
を
前
者
を
後
者
に
対
比

し
て
用
ゐ
て
ゐ
る

（
（（
（

」
と
述
べ
て
ゐ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
と
く
に
加
藤

博
士
独
自
の
見
解
を
紹
介
し
て
ゐ
る
の
で
、
こ
れ
を
見
て
み
よ
う
。

　

即
ち
、

　
　

�

明
ら
か
に
加
藤
は
、
和
魂
の
機
能
を
広
範
囲
に
認
め
、
か
つ
全

て
健
全
な
建
設
的
性
格
の
活
動
は
和
魂
に
よ
る
も
の
と
考
へ
、

ま
た
荒
魂
の
機
能
は
本
質
的
に
破
壊
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を

強
調
し
て
ゐ
る
が
、
彼
は
未
開
の
地
域
或
ひ
は
地
方
を
、
開
明

の
社
会
へ
改
良
す
る
機
能
が
荒
魂
の
作
用
に
十
分
あ
る
こ
と
を
、

積
極
的
に
認
め
よ
う
と
努
め
て
ゐ
る
。
そ
し
て
、
彼
は
荒
魂
の

領
域
内
に
、
懲
罰
的
な
も
の
全
て
を
含
め
る
と
同
様
に
、
攻
撃

的
な
敵
対
心
、
地
震
颱
風
な
ど
の
や
う
な
も
の
全
て
を
包
含
し

て
ゐ
る
。
ま
た
、
荒
と
和
と
の
機
能
の
顕
著
な
相
違
を
強
調
し
、

前
者
の
荒
に
関
す
る
限
り
、「
現
は
れ
る
」
と
い
ふ
語
義
は
な

い
と
、
こ
れ
を
否
定
し
て
ゐ
る

（
（（
（

。

㈢　

ポ
博
士
の
把
握

　

か
く
て
、
以
上
に
み
て
き
た
神
道
に
お
け
る
神
魂
の
解
釈
を
総
括

し
て
、
ポ
博
士
は
博
士
自
身
の
所
見
を
披
瀝
し
て
ゐ
る
。
つ
ぎ
に
、

そ
の
主
要
な
部
分
を
整
理
し
て
掲
げ
よ
う

（
（（
（

。

　
　

�

現
在
、
過
去
の
幾
世
紀
の
間
に
、
鎮
め
る
の
語
が
和
魂
に
連
繋

し
て
ゐ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
荒
魂
に
は
崇
、
呪
或
ひ
は
罰
な

ど
の
語
が
連
想
さ
れ
る
こ
と
は
少
し
も
疑
ふ
余
地
が
な
い
。
即

ち
、
荒
魂
は
慰
め
ら
れ
る
神
魂
で
あ
る
が
、
元
来
こ
れ
は
、
そ

の
活
動
の
一
側
面
に
す
ぎ
な
い
と
私
は
信
じ
て
ゐ
る
。

　
　

�　

換
言
す
れ
ば
、
荒
魂
は
罪
を
犯
す
神
魂
で
あ
る
と
同
時
に
、

慈
善
を
行
な
ふ
神
魂
で
あ
り
、
率
直
に
活
動
的
な
神
魂
、
つ
ま

り
あ
る
事
業
を
実
行
す
る
神
魂
で
あ
つ
た
と
信
ず
る
。
例
へ

ば
、
大
国
主
神
と
少
名
毘
古
那
命
と
に
よ
る
農
業
の
改
良
と
促
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進
、
建
御
雷
神
に
よ
る
天
孫
降
臨
に
先
立
つ
国
土
の
平
定
、
神

典
に
記
録
さ
れ
て
ゐ
る
事
業
全
体
、
ま
た
様
々
な
地
域
の
開
発
、

―
例
え
ば
大
山
咋
神
に
よ
る
丹
後
国
の
開
発
な
ど
。
要
す
る
に
、

全
て
の
活
動
は
、
そ
れ
に
関
係
し
た
神
々
の
荒
魂
に
帰
す
る
も

の
と
、
当
然
信
ず
べ
き
で
あ
る
と
思
ふ
。
な
ほ
、
罰
は
荒
魂
の

活
動
の
範
疇
に
入
つ
て
く
る
し
、
荒
魂
の
作
用
で
あ
る
。

　
　

�　

結
局
、
多
く
の
荒
魂
の
慈
善
的
行
為
は
忘
れ
ら
れ
が
ち
で
あ

り
、
却
つ
て
荒
魂
は
執
念
深
い
神
魂
と
い
ふ
こ
と
だ
け
を
連
想

さ
せ
、
自
然
に
恐
怖
や
畏
怖
の
感
情
を
も
つ
て
見
ら
れ
る
に
至

つ
た
。
激
し
い
男
性
的
な
素
戔
嗚
尊
の
性
格
に
お
け
る
明
ら
か

な
矛
盾
を
解
説
し
た
篤
胤
は
、
素
戔
嗚
尊
の
稲
田
姫
救
済
、
即

ち
尊
の
慈
善
の
行
動
は
、
尊
の
和
魂
が
優
勢
で
あ
つ
た
と
き
に

行
は
れ
、
御
姉
天
照
大
御
神
に
対
す
る
粗
暴
な
振
舞
ひ
は
、
尊

の
荒
魂
の
影
響
下
で
行
は
れ
た
と
説
明
し
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
は

以
上
に
私
が
言
及
し
た
こ
と
を
示
唆
し
て
ゐ
る
と
思
ふ
。

　

畢
竟
、
ポ
博
士
に
お
け
る
神
魂
の
理
解
は
、
概
ね
加
藤
博
士
の
見

解
を
祖
述
し
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
る
が
、
つ
ぎ
の
や
う
な
点
が
、

と
く
に
注
目
さ
れ
る
。
即
ち
、

　

㈠�

、
従
来
、
荒
魂
の
慈
善
的
行
為
は
忘
れ
ら
れ
が
ち
で
、
恐
怖
や

畏
怖
の
感
情
で
み
ら
れ
て
ゐ
た
。

　

㈡�

、
こ
の
荒
魂
は
、
罪
を
犯
す
神
魂
で
あ
る
と
同
様
に
、
慈
善
を

行
ふ
神
魂
で
あ
る
。

　

㈢�

、
ま
た
、
活
動
的
神
魂
、
即
ち
事
業
を
実
行
す
る
神
魂
で
あ
る
。

　

な
ほ
、
以
上
に
は
追
加
す
る
必
要
の
点
も
多
い
が
、
こ
れ
は
他
日

に
譲
り
た
い
。

六
、
ま
と
め

　

嘗
て
、
加
藤
玄
智
博
士
は
、「
本
尊
美
の
日
本
研
究
と
其
人
格

（
（（
（

」

と
い
ふ
文
章
の
中
に
、

　
　

�

翁
は
曽
て
英
国
のT

he�Journal�of�the�Royal�A
nthropo-

logical�Institute

（V
ol.�IX

I,19（1

）
に
論
文
を
出
さ
れ
た
事
が

あ
る
が
、
其
の
文
に
於
て
翁
は
、
日
本
当
局
者
は
神
社
を
宗
教

と
見
て
ゐ
な
い
が
、
自
分
は
宗
教
と
断
言
す
る
と
書
い
た
。
こ

れ
は
予
が
宗
教
学
上
の
研
究
か
ら
達
し
た
研
究
結
果
と
合
致
す

る
の
で
、
私
は
知
己
を
得
た
こ
と
を
嬉
し
く
感
ず
る
と
同
時
に
、

翁
が
自
己
を
信
ず
る
所
を
、
赤
裸
々
に
怯
め
ず
臆
せ
ず
発
表
し

て
憚
ら
な
い
性
質
を
愉
快
に
思
つ
た
。

　

と
、
ポ
博
士
が
「
自
己
の
信
ず
る
所
」
を
憚
ら
ず
貫
い
た
所
謂
信

念
の
人
で
あ
つ
た
こ
と
を
伝
へ
て
ゐ
る
が
、
特
に
こ
の
英
国
、『
王

室
人
類
学
会
々
誌
』
に
、
ポ
博
士
が
発
表
し
た
神
道
研
究
は
、
今
回

拙
稿
の
基
本
的
な
資
料
と
し
て
援
用
さ
せ
て
頂
い
た
。
と
り
わ
け
、

こ
の
ポ
博
士
の
論
文
中
に
、
博
士
は
「
宗
教
と
し
て
の
神
道
」
の
体

系
づ
け
の
た
め
に
、
神
道
神
学
、
神
道
の
神
典
学
の
定
着
を
考
へ
、

宗
教
に
不
可
欠
の
神
、
神
御
霊
の
研
究
、
そ
し
て
神
道
の
教
義
或
ひ
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は
信
仰
形
態
を
闡
明
し
よ
う
と
努
め
て
ゐ
る
姿
勢
が
窺
は
れ
た
。

��

そ
れ
に
し
て
も
従
来
、
ポ
博
士
の
神
社
、
神
道
の
研
究
に
言
及
し

た
論
文
等
は
あ
ま
り
見
掛
け
る
こ
と
が
な
か
つ
た
。
さ
う
し
た
中
で

計
ら
ず
も
、
新
村
出
博
士
が
ポ
博
士
の
学
問
に
つ
い
て
述
べ
て
ゐ
る

一
文
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
紹
介
す
る
と
、

　
　

�

ポ
ン
ソ
ン
ビ
翁
の
特
色
は
、
神
社
お
よ
び
神
祇
の
考
証
に
存
す

る
か
と
思
は
れ
る
が
、（

中略

）
私
は
翁
が
そ
の
文
献
考
証
と
実
地

踏
査
と
の
両
方
面
か
ら
推
し
進
ん
で
、
ひ
た
す
ら
帰
納
的
な
研

究
法
を
以
て
徐
ろ
に
帰
結
に
た
ど
り
ゆ
き
、
穏
健
な
英
国
風
の

実
証
学
風
を
示
さ
れ
た
こ
と
を
常
に
尊
敬
し
て
止
ま
な
か
つ
た
。

神
社
神
祇
に
関
す
る
外
、
民
間
信
仰
に
関
連
す
る
調
査
を
試
み
、

ま
た
皇
都
の
沿
革
、
宮
殿
の
変
遷
、
朝
儀
の
故
実
な
ど
に
つ
い

て
も
、
或
は
洋
人
未
踏
の
地
を
開
拓
せ
ん
と
す
る
概
を
示
し
た

（
（（
（

。

　

と
、
ポ
博
士
の
学
問
に
つ
い
て
語
つ
て
ゐ
る
が
、
ポ
博
士
が
「
洋

人
未
踏
」
の
日
本
学
を
開
拓
し
よ
う
と
し
た
先
駆
者
で
あ
つ
た
こ
と

は
特
筆
に
価
す
る
。

　

さ
ら
に
、
こ
の
新
村
博
士
の
言
葉
を
敷
衍
し
て
、
ポ
博
士
の
神
社
、

神
道
に
関
す
る
考
証
に
注
目
し
て
み
れ
ば
、
概
ね
博
士
の
晩
年
に
集

中
し
て
ゐ
る
。
と
く
に
、
昭
和
八
年
に
熱
田
神
宮
史
を
脱
稿
し
て
以

来
、
満
五
ヶ
年
間
に
全
国
の
官
国
幣
社
を
初
め
、
諸
神
社
に
関
す
る

一
般
的
研
究
に
専
念
し
て
、
凡
そ
数
十
篇
の
論
文
を
起
稿
し
て
ゐ
る

と
い
ふ

（
（（
（

。

　

ポ
博
士
と
親
交
の
篤
か
つ
た
加
藤
清
氏
に
拠
れ
ば
、

　
　

�

翁
執
筆
に
際
し
て
記
述
の
正
鵠
を
期
せ
ん
が
為
め
に
、
各
神
社

を
順
次
参
拝
し
て
宮
司
神
官
又
は
土
地
の
古
老
よ
り
、
神
社
の

祭
神
及
び
縁
起
を
訊
し
、
更
に
之
を
幾
多
の
古
典
に
対
比
し
、

凡
ゆ
る
論
説
と
伝
説
と
を
究
め
、
然
る
後
最
も
信
頼
す
べ
き
典

拠
に
基
き
て
、
翁
自
身
の
断
案
を
下
し
た
る
そ
の
用
意
周
致
な

る
態
度
に
至
り
て
は
、
恐
ら
く
斯
道
の
専
門
家
す
ら
一
籌
を
輸

し
た
こ
と
ゝ
信
ず
る
。（

中略

）
故
に
翁
の
記
述
は
、
単
に
微
に
入

り
細
を
穿
つ
て
余
す
と
こ
ろ
の
み
な
ら
ず
、
実
に
正
確
そ
の
も

で
あ
る
。
例
へ
ば
神
社
造
営
物
の
叙
述
に
当
り
、
丈
尺
寸
分
の

尺
度
は
勿
論
、
何
々
帝
の
御
宇
何
年
何
月
何
日
の
建
立
又
は
再

建
と
記
せ
ら
る
ゝ
が
常
で
あ
る

（
（（
（

。

　

と
、
そ
の
記
述
の
正
確
さ
と
、
研
究
態
度
の
真
摯
さ
を
余
す
と
こ

ろ
な
く
述
べ
て
ゐ
る
。

　

結
局
、
加
藤
玄
智
博
士
は
、
ポ
博
士
の
神
道
研
究
を
総
括
し
て
、

か
う
述
べ
て
ゐ
る

（
（（
（

。

　
　

�

日
本
の
神
道
学
者
と
し
て
は
、
平
田
篤
胤
翁
あ
り
、
本
居
宣
長

翁
あ
り
、
更
に
伴
信
友
翁
も
あ
る
が
、
平
田
は
華
や
か
な
筆
を

以
つ
て
優
り
、
本
居
は
真
面
目
に
し
て
而
も
尊
皇
精
神
の
基
調

に
立
つ
た
信
仰
が
あ
る
の
に
対
し
、
信
友
の
研
究
考
証
に
は
、

他
の
追
随
を
許
さ
ぬ
精
確
徴
密
な
史
的
考
証
が
あ
る
、
誠
に
地

味
な
考
証
の
誠
実
さ
が
あ
る
。
是
等
三
大
人
に
比
べ
る
と
本
尊
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美
翁
に
は
平
田
の
華
や
か
さ
は
な
い
が
、
信
仰
的
な
性
質
に
於

て
本
居
翁
に
比
す
べ
く
、
其
の
考
証
学
風
に
於
て
伴
信
友
大
人

に
一
脈
相
通
ず
る
其
の
真
面
目
が
あ
る
と
思
ふ
。
こ
の
点
で
本

尊
美
翁
は
、
外
人
の
神
道
研
究
家
中
、
決
し
て
他
の
追
随
を
許

さ
な
い
第
一
人
者
で
あ
つ
た
と
思
ふ
。

註（
1
）　�「
本
尊
美
利
茶
翁
略
伝
」（『

本
尊
美
翁
追
悼
録
』―

『
追
悼
録
』
編

輯
刊
行
会
・
昭
和
十
三
年
九
月
刊
。―

）
に
拠
れ
ば
、

ポ
博
士
は
英
国
貴
族
の
出
身
、
父
ジ
ョ
ン
・
ヘ
ン
リ
ー
・
ポ
ン
ソ

ン
ビ
、
母
フ
ロ
レ
ン
ス
の
嫡
子
と
し
て
、
わ
が
明
治
十
一
年
（
一

八
七
八
）
一
月
八
日
ロ
ン
ド
ン
・
イ
ー
ス
ト
・
テ
ラ
ス
に
生
ま
る
。

も
と
も
と
、
ポ
ン
ソ
ン
家
は
英
国
の
非
常
な
旧
家
で
、
先
祖
の
ポ

ン
ソ
ン
が
ポ
ン
ソ
ン
ビ
の
荘
園
を
領
し
た
の
が
、
一
一
七
七
年
頃
、

即
ち
わ
が
治
承
元
年
前
後
で
、
今
よ
り
凡
そ
八
百
数
十
年
前
と
云

わ
れ
る
。
ま
た
、松
本
一
郎
氏
の「
プ
リ
ン
プ
ト
ン
ハ
ウ
ス
訪
問
記
」

に
拠
れ
ば
、
そ
の
本
邸
の
建
物
は
い
づ
れ
も
古
く
、
新
し
い
も
の

で
も
わ
が
桃
山
時
代
に
相
当
し
、
最
も
古
い
も
の
に
至
つ
て
は
鎌

倉
時
代
初
期
に
溯
る
と
い
ふ
。

（
（
）　�『
本
尊
美
翁
追
悼
録
』（

以
下
、『
追
悼

録
』
と
略
す
。）
二
四
八
頁
、
並
に
『
ポ
ン
ソ
ン

ビ
ー
略
伝
』（
佐
藤
芳
二
郎
著
）
八
頁
。

（
（
）　�

徳
重
浅
吉
教
授「
本
尊
美
氏
の
学
問
に
つ
い
て
」（『
追
悼
録
』所
収
）

二
〇
三
頁
。

（
4
）　�『
追
悼
録
』
所
収
「
本
尊
美
翁
著
作
論
考
年
表
」（

三
七
頁

五
四
頁
）
参
照
。

（
（
）　�

安
津
素
彦
博
士
の
「
外
国
人
の
見
た
神
道
」（『

明
治

維
新
神
道
百
年
史
』

第
二
巻
所
収
）、
参
照
。

（
（
）　�

東
洋
文
庫

チ
ェ
ン
バ
レ
ン
著

高
梨
健
吉
訳

『
日
本
事
物
誌
』
（
（

平　
　
　

凡　
　
　
　

社

昭
和
五
一
年
五
月
一
〇
日
）
所

収
「
神
道
」
一
九
六
頁
。

（
7
）　� “T
he�V

icissitudes�of�Shinto ”,�D
r.Richard�Ponsonby�Fane�

Series,�V
ol.V

,�published�by�T
he�Ponsonby�M

em
orial�So -

ciety,�19（（.

な
ほ
、
ポ
博
士
の
解
説
に
拠
れ
ば
、
本
書
は
初
め
、
内
務
省
神
社

局
監
修
の
も
と
に
発
行
さ
れ
た
『
神
道
講
座
』
に
執
筆
し
た
が
、

そ
の
後
英
文
に
改
稿
し
て
、
英
国
、『
王
室
人
類
学
会
々
誌
』
に

一
九
三
一
年
発
表
し
た
旨
が
附
記
さ
れ
て
ゐ
る
。

（
（
）　�

前
掲
書
、
一
頁
。

（
9
）　�

日
本
政
治
・
外
交
史
の
権
威
者
、
栗
原
健
博
士
は
國
學
院
大
學
学

生
時
代
に
、
加
藤
玄
智
博
士
の
神
道
講
座
を
受
講
し
た
時
の
話
を
、

生
前
よ
く
さ
れ
て
ゐ
た
。
と
く
に
、
加
藤
博
士
は
神
道
講
座
、
第

一
日
目
の
授
業
の
折
、
教
壇
に
立
つ
や
否
や
、
黒
板
に“Shinto�

is�the�N
ational�Religion ”

と
大
書
さ
さ
れ
た
の
を
今
も
は
つ
き

り
覚
え
て
ゐ
る
と
申
さ
れ
た
の
を
想
出
す
。

（
10
）　
『
追
悼
録
』
所
収
「
本
尊
美
氏
の
学
問
に
つ
い
て
」、
一
九
九
頁
。

（
11
）　

前
掲
同
、
二
〇
二
頁
。

（
1（
）　
『
神
道
の
盛
衰
』（
英
文
）、
三
頁
。

（
1（
）　

前
掲
註
（
（
）、
参
照
。

（
14
）　
『
神
道
と
は
何
か―

概
念
規
定
を
め

ぐ
る
諸
問
題―

』（『
神
道
宗
教
』
第
三
七
号
）
所

収
田
中
初
夫
氏
「
神
霊
の
系
譜
」、
二
八
頁
。

（
1（
）　

因
み
に
、
加
藤
玄
智
博
士
は
「
神
道
神
学
」
の
語
に
対
し
て
「
神

道
信
仰
論
」
の
語
を
提
唱
さ
れ
て
ゐ
る
。
即
ち
、「
神
道
研
究
界

に
於
て
時
々
耳
に
す
る
言
葉
だ
が
神
道
神
学
の
語
で
あ
る
。
神
学

と
云
え
ば
英
語
でT

heology

で
此
語
は
基
督
教
の
欧
州
輸
入
以

来
今
日
に
至
る
迄
基
督
教
を
学
問
的
に
研
究
し
た
知
識
体
系
を
呼
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ぶ
言
葉
と
し
て
専
用
さ
れ
て
今
日
に
至
つ
て
居
る
。
…
故
に
基
督

教
と
余
程
性
質
の
異
つ
て
居
る
神
道
と
云
う
宗
教
の
研
究
的
知
識

体
系
に
此
語
を
借
り
来
た
る
こ
と
は
言
葉
の
連
想
上
ピ
ツ
タ
リ
行

か
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
…
私
は
神
道
の
か
ゝ
る
研
究
的
知
識
体

系
を
呼
ぶ
に
日
本
語
で
は
、
神
道
信
仰
論
を
以
て
し
、
英
語
で
は

Shinto�Pistology

と
称
し
た
ら
よ
か
ろ
う
と
私
は
思
う
。
此
英

語
は
欧
州
で
始
め
て
宗
教
学
が
比
較
宗
教
学
の
名
を
以
て
世
に
現

わ
れ
た
頃
学
者
が
色
々
の
専
門
語
を
提
案
し
た
中
の
一
つ
の
語
で

あ
つ
た
。
然
し
此
語
は
広
く
学
界
に
用
い
ら
れ
な
い
で
止
み
宗
教

学
即
ちthe�Science�of�Religion

の
語
が
抬
頭
し
来
た
り
遂
に

是
を
専
門
語
と
し
て
広
く
用
い
ら
れ
る
に
至
り
今
日
で
は

Pistology

の
語
は
殆
ど
学
界
か
ら
棚
上
げ
さ
れ
忘
れ
ら
れ
て
仕

舞
つ
た
趣
き
が
あ
る
。
…
（

加
藤
博
士
著
『
神
道
信
仰
要
系
序
論
』
所

収
「
神
道
信
仰
論
の
語
義
」、
三
五
頁
。

）

（
1（
）　
『
本
尊
美
博
士
著
作
選
集
』（

英
文
、
以
下
『
著

作
選
集
』
と
略
す
。）
第
一
巻
所
収
「
皇
室

と
神
道
」、
二
頁
。

（
17
）　
『
神
道
の
盛
衰
』、
三
七
頁―

三
八
頁
。

（
1（
）　

村
岡
典
嗣
著『

増訂
日
本
思
想
史
研
究
』（

岩　
　

波　
　

書　
　

店

昭
和
一
八
年
五
月
三
〇
日
）
所
収
「
復

古
神
道
に
於
け
る
幽
冥
観
の
変
遷
」、
二
九
〇
頁
。

（
19
）　

同
上
、
二
九
一
頁―

二
九
二
頁
。

（
（0
）　

前
掲
註
（
14
）、
参
照
。

（
（1
）　
『
著
作
選
集
』
第
五
巻
所
収“D

ivine�Sprits�of�Shinto�and�H
i -

rota�Jinja ”

三
四
頁
。

（
（（
）―

（
（（
）、
前
掲
同
書
、
三
六
頁
。

（
（4
）　
『
神
道
講
座
』
第
一
巻
『
神
社
篇
』（

新
装
版
、
神
道
攻
究
会
編
、

原
書
房
・
一
九
八
一
年
六
月
三
〇
日
）
所
収
、

二
三
頁
。

（
（（
）―

（
（（
）―

（
（7
）、
前
掲
註
（
（1
）
同
書
、
四
一
頁
。
な
ほ
、
大
己
貴

神
と
大
三
輪
神
と
の
対
話
は
、『
日
本
書
紀
』
神
代
上
、第
八
段
参
照
。

（
（（
）　

岩
波
文
庫
本
『
日
本
書
紀
』（
二
）（

岩

波

書

店

一
九
九
四
年
一
〇
月
一
七
日
）
巻
第
九
、

一
四
六
頁
。

（
（9
）　
『
御
神
魂
及
広
田
神
社
』（
前
掲
註
（
（1
）
同
）、
四
三
頁
。

（
（0
）　

前
掲
同
書
、
四
二
頁
。

（
（1
）　

前
掲
同
。

（
（（
）　

前
掲
同
。

（
（（
）　
『
古
事
記
伝
』
第
二
（

吉　

川　

弘　

文　

館

明
治
四
四
年
四
月
一
〇
日
）、
一
八
四
七
頁
。

（
（4
）　

前
掲
「
御
神
魂
及
広
田
神
社
」、
四
五
頁
。

（
（（
）　�

前
掲
同
書
、
四
三
頁
。
因
み
に
、
Ｆ
・
Ｈ
・
ロ
ス
博
士
は
、『
神
道
、

日
本
道
』（“Shinto,�T

he�W
ay�of�Japan. ”Boston�:�Beacon�

Press,�19（（.

）
の
中
に
、「
明
ら
か
に
、
古
代
の
日
本
人
は
四
種

の
魂
、
霊
を
信
じ
て
い
た
。
即
ち
、
㈠
荒
魂rough�or�violent�

soul

、
㈡
和
魂qiet,�tranquil,�or�m

ature�soul

、
㈢
幸
魂luck�

spirit

、
そ
し
て
㈣
奇
魂m

ysterious,�aw
esom

e�or�w
ondrous�

spirit

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
言
葉
に
は
、
多
く
の
意
味
が
示
さ
れ

て
ゐ
る
が
、
一
と
し
て
定
着
し
た
解
釈
は
な
い
。」（
三
九
頁
）
と

述
べ
て
ゐ
る
。

（
（（
）　

前
掲「
御
神
魂
及
広
田
神
社
」、四
三
頁
。
な
ほ
、宣
長
の「
火
の
譬
」

は
『
古
事
記
伝
』
第
二
、
一
八
四
八
頁
参
照
の
こ
と
。

（
（7
）　
『
古
史
伝
』（『

平
田
篤
胤
全
集
』
第
二
巻
、
名
著

出
版
刊
・
昭
和
五
二
年
九
月
二
〇
日
）
三
四
九
頁
。

（
（（
）　

前
掲
同
書
、
四
二
二
頁
。

（
（9
）　

前
掲
「
御
神
魂
及
広
田
神
社
」、
四
五
頁
。

（
40
）　

前
掲
同
書
、
四
五
頁―

四
六
頁
。

（
41
）、（
4（
）　

前
掲
同
書
、
四
七
頁―

四
八
頁
。

（
4（
）　

前
掲
同
書
、
五
〇
頁
。

（
44
）　

前
掲
同
書
、
四
九
頁―

五
〇
頁
。

（
4（
）　
『
追
悼
録
』
所
収
、
一
三
三
頁
。
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（
4（
）　

前
掲
同
書
、
一
六
八
頁
。

（
47
）、（
4（
）　

前
掲
同
書
、
一
三
七
頁―

一
三
八
頁
。

（
49
）　

前
掲
同
書
、
一
三
四
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
亥
六
月
二
十
日
稿
了
）

（
元
水
府
明
徳
会
彰
考
館
副
館
長
）




