
本
書
は
中
世
神
道
の
一
流
派
で
あ
る
伊
勢
神
道
の
研
究
書
で
あ
る
。
伊
勢
神

道
は
中
世
の
ほ
ぼ
同
時
代
に
形
成
さ
れ
た
両
部
神
道
・
山
王
神
道
を
は
じ
め
、

中
世
後
期
の
吉
田
神
道
や
近
世
の
儒
家
神
道
に
多
大
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。

著
者
自
身
「
あ
と
が
き
」
の
中
で
伊
勢
神
道
を
研
究
テ
ー
マ
に
選
ん
だ
理
由
と

し
て
「
そ
こ
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
神
道
史
を
展
望
す
る
基
軸
を
得
ら
れ
る
」
と

述
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
神
道
史
上
に
肝
要
な
位
置
を
占
め
る
思
想
で
あ
る
。

本
書
の
内
容
を
構
成
に
従
っ
て
紹
介
し
て
い
き
た
い
。
ま
ず
第
一
章
「
神
道

五
部
書
の
成
立
と
外
来
思
想
」
は
主
と
し
て
伊
勢
神
道
の
形
成
に
お
け
る
仏
教

・
道
家
思
想
と
い
っ
た
外
来
思
想
の
影
響
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
第
一

節
「
神
道
五
部
書
と
仏
教
思
想
」
で
は
、
本
地
垂
迩
思
想
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ

て
伊
勢
神
道
が
い
か
な
る
思
想
的
立
場
に
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
を
扱
う
。
と

り
わ
け
『
宝
基
本
記
』
に
引
か
れ
る
と
こ
ろ
の
、
地
神
の
末
に
天
下
四
国
の
人

夫
が
生
死
長
夜
の
闇
に
沈
み
根
国
底
国
に
吟
く
に
よ
り
、
皇
天
に
代
っ
て
西
天

の
真
人
（
仏
陀
）
が
法
を
説
き
太
神
は
本
居
に
帰
り
託
宣
を
止
め
給
う
た
と
い

う
有
名
な
託
宣
の
一
文
の
解
釈
を
め
ぐ
り
、
こ
れ
を
反
本
地
垂
迩
説
で
あ
る
と

す
る
久
保
田
収
・
石
田
一
良
説
、
反
本
地
垂
迩
説
と
い
う
概
念
自
体
が
誤
謬
で

八
書
評
Ｖ高

橋
美
由
紀
著
『
伊
勢
神
道
の
成
立
と
展
開
』

あ
る
と
す
る
西
田
長
男
説
を
紹
介
し
、
こ
れ
ら
従
来
の
先
学
の
所
説
を
踏
ま
え

な
が
ら
独
自
の
考
察
を
行
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
五
部
害
の
中
に
「
無
量
寿
経
』

『
長
阿
含
経
』
『
覚
王
開
關
神
呪
』
『
釈
摩
訶
桁
論
』
等
の
仏
典
の
影
響
が
見
ら

れ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
従
っ
て
五
部
書
の
構
成
要
素
と
し
て
仏
教
を
除
外
す
る

こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の
仏
教
思
想
は
東
密
と
の
関
係
が
深
い
と
す
る
。
し
か
し

な
が
ら
そ
の
仏
典
の
引
用
の
あ
り
か
た
は
仏
教
思
想
を
そ
の
ま
ま
に
受
容
し
た

の
で
は
な
く
、
自
己
を
表
現
す
る
材
料
と
し
て
取
り
入
れ
た
に
過
ぎ
な
い
と
す

る
。
『
中
臣
祓
訓
解
』
等
の
両
部
神
道
書
に
刺
激
と
影
響
を
う
け
な
ら
が
も
、

伊
勢
神
道
の
思
想
は
「
神
と
仏
を
本
来
異
な
る
も
の
と
し
て
区
別
し
、
神
道
の

独
自
性
を
示
し
た
も
の
」
（
岨
頁
）
で
あ
る
と
結
論
付
け
て
い
る
。

第
二
節
「
伊
勢
神
道
の
形
成
と
道
家
思
想
」
で
は
、
従
来
あ
ま
り
着
目
さ
れ

る
こ
と
の
な
か
っ
た
伊
勢
神
道
書
の
「
大
元
神
一
秘
書
』
の
中
に
「
河
上
公
注

老
子
』
『
老
子
述
義
』
な
ど
の
道
家
関
係
典
籍
が
多
数
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
遡
っ
て
五
部
書
に
も
道
家
思
想
の
影
響
が
認
め
ら
れ
、

伊
勢
神
道
に
と
っ
て
道
家
思
想
の
受
容
は
末
梢
的
な
も
の
で
は
な
く
、
思
想
の

本
質
と
関
わ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
道
家
思
想
に
お
け
る
、
万
物

（
大
明
堂
・
平
成
六
年
）

佐
藤
眞
人
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を
生
成
し
こ
れ
を
育
む
超
越
的
存
在
と
し
て
の
「
道
」
、
現
象
に
内
在
し
現
象

を
成
立
せ
し
め
て
い
る
実
在
と
し
て
の
「
道
」
の
観
念
が
、
そ
の
ま
ま
伊
勢
神

道
の
神
観
念
に
投
影
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。
伊
勢
神
道
の
特
色
と
さ
れ
、
後
世

の
神
道
思
想
に
も
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
超
越
的
か
つ
内
在
的
な
神
観
念
が

道
家
思
想
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
鮮
や
か
に
解
明
し
て
お
り
、
ま
た

従
来
仏
教
と
の
関
係
か
ら
の
み
論
じ
ら
れ
が
ち
で
あ
っ
た
伊
勢
神
道
の
思
想
を

道
家
思
想
と
の
影
響
関
係
か
ら
捉
え
た
点
は
、
中
世
神
道
研
究
史
上
の
新
た
な

見
地
を
開
い
た
と
い
え
よ
う
。

第
三
節
「
伊
勢
神
道
の
形
成
と
度
会
行
忠
」
は
前
節
で
取
り
上
げ
た
『
大
元

神
一
秘
書
』
の
成
立
年
代
・
述
作
者
を
考
察
す
る
。
『
大
元
神
一
秘
書
』
の
成

立
は
、
文
永
七
年
（
一
二
七
○
）
あ
る
い
は
建
治
三
年
（
一
二
七
七
）
を
成
立

上
限
と
す
る
『
倭
姫
命
世
記
』
の
成
立
年
代
を
遡
ら
な
い
こ
と
、
ま
た
外
宮
祠

官
・
度
会
行
忠
（
一
二
三
六
～
一
三
○
四
）
作
の
『
伊
勢
二
所
太
神
宮
神
名
秘

書
』
（
弘
安
八
年
撰
上
・
弘
安
十
年
修
訂
）
が
「
大
元
神
一
秘
書
』
と
密
接
な

関
係
に
あ
り
、
お
そ
ら
く
本
書
を
手
許
に
置
い
て
述
作
し
た
と
考
え
ら
れ
る
こ

と
の
二
点
か
ら
、
本
書
の
作
者
は
度
会
行
忠
で
あ
る
と
推
定
す
る
。
さ
ら
に
五

部
書
の
う
ち
「
神
宮
三
部
書
」
と
し
て
一
括
さ
れ
る
『
御
鎮
座
次
第
記
』
「
御

鎮
座
伝
記
」
『
御
鎮
座
本
紀
』
の
中
の
道
家
思
想
的
記
述
が
い
ず
れ
も
「
大
元

神
一
秘
書
』
の
内
容
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
神
宮
三
部
書
の
述
作

者
が
度
会
行
忠
自
身
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
ま
た
行
忠
が
建
治
三
年
（
一

二
七
七
）
の
書
写
の
段
階
で
「
宝
基
本
記
』
の
内
容
に
も
手
を
加
え
た
可
能
性

を
指
摘
し
て
い
る
。
神
宮
三
部
書
の
作
者
を
度
会
行
忠
に
比
定
す
る
こ
と
は
従

来
か
ら
な
さ
れ
て
き
て
い
る
が
、
こ
の
論
考
に
さ
ら
な
る
有
力
な
証
拠
を
提
供

す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
ま
た
行
忠
が
い
か
な
る
思
想
的
・
人
脈
的
経
路
で
道

第
二
章
「
伊
勢
神
道
成
立
の
思
想
的
背
景
」
は
伊
勢
神
道
が
形
成
さ
れ
た
時

代
背
景
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
第
一
節
「
伊
勢
神
道
の
成
立
と
そ
の
時
代
」
は
、

ま
ず
『
長
寛
勘
文
』
に
見
え
る
伊
勢
・
熊
野
同
体
説
お
よ
び
非
同
体
説
の
論
争

内
容
を
子
細
に
検
討
し
、
そ
う
し
た
論
争
が
こ
の
時
代
に
引
き
起
こ
さ
れ
る
に

い
た
っ
た
要
因
を
考
察
す
る
。
熊
野
信
仰
は
「
治
天
の
君
」
た
る
院
の
権
威
を

背
景
と
し
て
発
達
し
た
も
の
で
あ
り
、
熊
野
の
神
は
天
皇
の
権
威
に
支
え
ら
れ

る
伊
勢
神
宮
と
並
ぶ
「
新
し
い
国
家
神
」
と
し
て
、
院
政
時
代
に
お
い
て
新
た

に
顕
現
し
た
神
で
あ
る
と
す
る
。
さ
ら
に
「
長
寛
勘
文
』
の
同
体
説
に
お
い
て
、

熊
野
神
の
至
尊
性
を
熊
野
の
祭
神
・
伊
弊
再
尊
が
天
照
大
神
の
母
神
で
あ
る
と

い
う
記
紀
神
話
の
神
統
譜
を
拠
り
所
と
し
て
導
き
出
し
て
い
る
こ
と
に
着
目
し

「
記
紀
神
話
の
再
生
は
古
代
的
神
祇
秩
序
を
突
き
崩
し
中
世
的
神
話
世
界
を
う

ち
建
て
る
有
力
な
武
器
と
し
て
歴
史
の
舞
台
に
再
生
し
て
く
る
」
（
乃
頁
）
と

い
う
逆
説
的
で
興
味
深
い
指
摘
を
し
て
い
る
。

次
い
で
、
中
世
神
道
と
本
地
垂
迩
思
想
と
の
関
連
性
を
取
り
上
げ
、
本
地
垂

迩
説
は
「
中
世
神
道
の
扉
を
開
く
重
要
な
鍵
」
を
も
た
ら
し
た
と
し
、
両
者
の

関
係
を
掘
り
下
げ
て
考
察
し
て
い
る
。
山
王
神
道
の
伊
勢
・
日
吉
同
体
説
、
三

輪
流
神
道
の
伊
勢
・
三
輪
同
体
説
を
検
討
し
、
『
長
寛
勘
文
』
の
同
体
説
と
同

様
に
、
こ
れ
ら
の
教
説
に
お
い
て
も
各
々
の
神
の
至
尊
性
を
主
張
す
る
理
論
的

支
え
と
し
て
本
地
垂
迩
思
想
が
機
能
し
て
い
た
こ
と
を
論
証
す
る
。

家
思
想
に
着
目
し
受
容
し
た
の
か
、
中
世
思
想
の
潮
流
全
体
に
お
け
る
道
家
思

想
の
位
置
付
け
を
見
き
わ
め
た
上
で
さ
ら
な
る
問
題
の
掘
り
下
げ
が
期
待
さ
れ

ヲ
（
》
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さ
ら
に
伊
勢
神
宮
に
と
っ
て
は
「
本
地
垂
迩
思
想
が
神
宮
の
地
位
の
絶
対
性

を
奪
い
取
る
重
要
な
思
想
的
武
器
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
」
（
帥
頁
）
が

あ
る
と
し
、
伊
勢
神
道
の
教
説
は
神
の
地
位
を
本
地
仏
に
還
元
し
て
し
ま
う
仏

教
的
普
遍
主
義
に
対
抗
す
る
形
で
「
記
紀
神
話
お
よ
び
社
伝
に
よ
っ
て
個
別
主

義
の
論
理
に
回
帰
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
」
（
同
頁
）
と
し
て
い
る
。
伊
勢
神

道
に
お
い
て
は
神
宮
皇
祖
神
観
と
神
国
思
想
が
、
か
か
る
立
場
か
ら
強
調
さ
れ

た
と
す
る
。

そ
の
一
方
伊
勢
神
道
が
背
負
っ
て
い
た
、
外
宮
を
内
宮
と
並
ぶ
尊
貴
な
社
に

し
よ
う
と
す
る
課
題
は
、
伊
勢
本
『
古
語
拾
遺
」
の
神
統
譜
を
援
用
し
て
外
宮

神
を
皇
祖
神
と
し
て
仕
立
て
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と

は
一
面
に
お
い
て
伊
勢
神
道
が
、
他
の
中
世
神
道
諸
流
と
同
様
「
神
々
の
下
剋

上
」
の
潮
流
の
担
い
手
で
あ
っ
た
こ
と
を
立
証
す
る
。
伊
勢
神
道
の
提
唱
者
が

内
宮
で
は
な
く
外
宮
の
祠
官
で
あ
っ
た
所
以
が
こ
こ
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
。

第
二
節
「
伊
勢
神
道
と
末
法
思
想
」
は
中
世
仏
教
思
想
の
基
軸
と
な
る
末
法

思
想
と
伊
勢
神
道
と
の
関
連
を
追
求
し
て
い
る
。
神
祇
信
仰
に
お
い
て
末
法
思

想
は
善
神
捨
国
思
想
と
し
て
展
開
し
た
と
見
る
。
そ
の
一
方
鎌
倉
新
仏
教
に
お

い
て
典
型
的
に
看
取
さ
れ
る
「
時
処
機
相
応
」
の
思
想
が
末
法
思
想
と
不
可
分

の
関
係
に
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、
神
祇
が
「
時
処
機
相
応
」
の
救
済
者

と
し
て
立
ち
現
わ
れ
崇
拝
さ
れ
た
こ
と
を
「
園
城
寺
伝
記
』
の
公
顕
の
説
話
や

『
発
心
集
』
『
撰
集
抄
』
の
神
祇
説
話
に
よ
っ
て
論
証
す
る
。
次
い
で
山
王
神

道
・
両
部
神
道
に
お
い
て
も
救
済
者
と
し
て
の
神
が
説
か
れ
て
い
る
こ
と
を
確

認
し
、
と
り
わ
け
両
部
神
道
の
『
中
臣
祓
訓
解
』
に
お
い
て
は
日
本
仏
土
観
・

神
国
観
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
伊
勢
神
道
の
形
成
を
触
発
し
た
と
す
る
。

初
期
の
伊
勢
神
道
に
お
い
て
は
濁
世
の
救
済
者
と
し
て
伊
勢
両
宮
の
神
を
位
置

付
け
る
方
向
で
思
想
が
形
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
後
の
思
想
展
開
に
お
い
て
は

日
本
の
神
国
と
し
て
の
特
殊
性
に
よ
っ
て
末
法
思
想
を
超
克
し
よ
う
と
す
る
方

向
性
が
見
出
さ
れ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
中
世
神
道
が
鎌
倉
新
仏
教
と
土
壌
を

同
じ
く
す
る
宗
教
運
動
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

第
三
節
「
伊
勢
神
宮
を
め
ぐ
る
本
地
垂
迩
思
想
」
に
お
い
て
は
、
伊
勢
神
宮

に
お
け
る
本
地
垂
迩
思
想
の
形
成
過
程
を
概
観
す
る
。
『
太
神
宮
諸
雑
事
記
』

天
平
十
四
年
の
橘
諸
兄
参
宮
記
事
の
中
に
天
照
大
神
と
毘
盧
舎
那
仏
と
を
関
連

づ
け
る
記
述
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
本
地
垂
迩
説
と
は
い
え
ず
、
伊
勢
神
宮
に
お

け
る
本
迩
説
の
初
見
は
伊
勢
が
救
世
観
音
の
変
身
で
あ
る
と
す
る
『
江
談
抄
』

「
熊
野
三
所
本
縁
事
」
条
の
記
事
に
求
め
ら
れ
る
と
す
る
。
さ
ら
に
後
世
一
般

的
と
な
る
大
日
如
来
本
地
説
は
十
二
世
紀
後
半
か
ら
十
三
世
紀
に
か
け
て
高
野

山
に
お
い
て
発
生
し
た
こ
と
、
さ
ら
に
西
行
が
媒
介
者
と
な
っ
て
伊
勢
の
地
に

伝
わ
っ
た
可
能
性
が
高
く
、
こ
れ
を
契
機
と
し
て
伊
勢
の
地
に
両
部
神
道
が
発

生
し
た
と
推
論
す
る
。
ま
た
『
沙
石
集
』
に
見
え
る
外
宮
本
地
仏
Ⅱ
阿
弥
陀
説

を
検
討
し
、
こ
れ
が
神
宮
祠
官
の
間
の
浄
土
信
仰
か
ら
発
生
し
た
も
の
で
あ
る

こ
と
を
考
察
し
て
い
る
。

第
三
章
「
伊
勢
神
道
の
思
想
と
そ
の
展
開
」
は
伊
勢
神
道
の
思
想
自
体
の
考

察
で
あ
る
。
第
一
節
は
「
伊
勢
神
道
の
外
宮
祭
神
論
」
で
あ
る
。
伊
勢
神
道
は

外
宮
祭
神
を
内
宮
祭
神
天
照
大
神
と
同
格
化
す
る
目
的
を
内
包
し
て
お
り
、
外

宮
祭
神
論
は
伊
勢
神
道
の
作
為
性
の
最
た
る
も
の
と
し
て
近
世
の
吉
見
幸
和
の

「
五
部
書
説
弁
』
以
来
非
難
に
さ
ら
さ
れ
た
。
著
者
は
外
宮
の
祭
神
論
に
つ
い

｜
｜
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て
検
討
を
加
え
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
安
津
素
彦
氏
ら
の
学
説
の
よ
う
に
神
道
五

部
書
を
一
括
し
て
扱
う
姿
勢
を
批
判
し
、
外
宮
祭
神
説
の
基
本
と
な
る
外
宮
祭

神
・
豊
受
大
神
と
天
御
中
主
神
と
の
同
体
説
が
、
五
部
書
の
う
ち
『
宝
基
本
記
』

『
倭
姫
命
世
記
』
の
二
書
に
お
い
て
は
明
確
に
は
認
め
ら
れ
ず
「
神
宮
三
部
書
」

に
お
い
て
の
み
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ま
た
豐
受
大
神
と
国
常
立
尊

と
の
同
体
説
は
五
部
書
の
段
階
に
お
い
て
は
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
。
初
期
伊

勢
神
道
に
お
い
て
は
国
常
立
尊
は
始
源
神
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
お
り
、
内

外
両
宮
の
神
は
そ
の
化
現
で
あ
る
と
す
る
の
が
本
義
で
あ
り
、
度
会
家
行
の
段

階
に
至
っ
て
は
じ
め
て
豊
受
大
神
・
天
御
中
主
神
・
国
常
立
尊
の
三
神
が
同
体

の
神
と
し
て
観
念
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
す
る
。

神
宮
三
部
書
に
お
け
る
豊
受
大
神
・
天
御
中
主
神
同
体
論
は
、
そ
の
神
統
譜

を
整
理
し
て
み
る
と
天
御
中
主
神
（
即
ち
豊
受
大
神
）
が
天
孫
・
天
津
彦
々
火

瓊
々
杵
尊
の
母
方
の
祖
神
で
あ
る
高
皇
産
霊
神
の
父
神
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ

て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
と
い
う
。
天
御
中
主
神
を
高
皇
産
霊
神
の
父
神
と
す

る
こ
と
は
伊
勢
本
系
の
『
古
語
拾
遺
』
に
見
出
さ
れ
、
こ
の
神
統
譜
を
導
入
す

る
こ
と
に
よ
り
外
宮
祭
神
に
天
照
大
神
と
並
ぶ
皇
祖
神
と
し
て
の
性
格
が
付
与

さ
れ
た
と
す
る
。

第
二
節
「
初
期
伊
勢
神
道
の
思
想
」
は
五
部
害
お
よ
び
度
会
行
忠
の
段
階
に

お
け
る
思
想
を
考
察
す
る
。
第
一
に
初
期
の
伊
勢
神
道
書
の
性
格
が
基
本
的
に

縁
起
書
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
縁
起
書
と
い
う
形
態
を
と
る
こ
と
は

皇
祖
神
と
し
て
の
伊
勢
神
宮
の
神
格
の
歴
史
上
に
お
け
る
優
位
性
の
主
張
の
あ

ら
わ
れ
で
あ
り
、
神
国
思
想
・
神
胤
思
想
と
い
っ
た
日
本
の
個
別
的
特
殊
性
を

強
調
す
る
方
向
性
を
有
し
て
い
た
と
す
る
。
第
二
に
そ
の
教
説
の
基
盤
と
な
る

も
の
は
神
宮
祠
官
の
祭
祀
体
験
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
心
身
の
清
浄
観
が
強
調
さ

れ
、
さ
ら
に
は
内
在
的
神
観
の
形
成
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
と
す
る
。

次
い
で
度
会
行
忠
の
思
想
、
と
り
わ
け
祠
官
の
奉
務
心
得
を
記
し
た
「
古
老

口
実
伝
』
の
中
に
「
礼
」
と
「
心
」
の
強
調
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
着
目
す
る
。

「
礼
」
と
は
神
事
奉
仕
の
あ
る
べ
き
姿
を
指
し
、
具
体
的
に
は
稜
の
排
除
を
意

味
し
て
い
た
と
い
う
。
さ
ら
に
稜
の
排
除
が
内
面
化
さ
れ
て
、
雑
念
な
き
清
ら

か
な
心
の
境
地
が
求
め
ら
れ
た
と
す
る
。
「
礼
是
心
基
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、

普
遍
的
「
心
」
の
境
地
は
「
礼
」
と
い
う
個
別
具
体
的
な
「
形
」
の
実
践
を
通

じ
て
獲
得
さ
れ
る
と
す
る
。
さ
ら
に
こ
う
し
た
行
忠
の
思
想
に
お
け
る
「
礼
」

と
「
心
」
と
の
関
係
は
、
特
殊
性
の
強
調
が
儒
教
・
仏
教
の
普
遍
的
価
値
へ
と

連
な
っ
て
い
く
と
い
う
そ
の
後
の
伊
勢
神
道
の
思
想
構
造
と
共
通
し
て
い
る
と

結
論
付
け
る
。

第
三
節
「
伊
勢
神
道
の
発
展
と
継
承
」
は
、
初
期
伊
勢
神
道
の
思
想
的
特
色

を
整
理
し
た
上
で
鎌
倉
末
期
の
度
会
家
行
以
後
の
思
想
展
開
を
考
察
す
る
。
ま

ず
初
期
伊
勢
神
道
の
思
想
的
特
色
と
し
て
第
一
に
先
述
の
外
宮
祭
神
論
が
あ

り
、
第
二
に
道
徳
教
的
側
面
と
し
て
「
正
直
」
の
強
調
と
「
忠
」
「
孝
」
の
強

調
お
よ
び
徳
治
主
義
的
政
道
論
の
三
点
が
あ
げ
ら
れ
、
第
三
と
し
て
神
道
を
「
心

を
修
め
る
道
」
と
し
て
捉
え
る
考
え
方
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

次
に
度
会
家
行
の
思
想
を
『
神
道
簡
要
』
に
よ
っ
て
取
り
上
げ
て
い
る
。
家

行
の
思
想
の
特
色
は
初
期
伊
勢
神
道
の
個
別
特
殊
性
を
脱
却
し
、
そ
の
教
説
的

部
分
の
み
を
取
り
出
し
て
神
道
の
教
説
と
し
て
一
般
化
し
た
こ
と
に
あ
る
と
い

う
。
こ
の
段
階
に
お
い
て
、
神
道
か
ら
峻
別
さ
れ
て
い
た
仏
教
や
儒
教
は
、
神

道
の
教
説
の
普
遍
化
の
た
め
に
積
極
的
に
援
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
す

る
。
次
い
で
慈
遍
と
北
畠
親
房
の
思
想
に
説
き
及
ぶ
。
ほ
ぼ
同
時
代
に
活
躍
し

た
両
者
の
相
違
点
を
、
慈
遍
は
神
道
を
愚
民
を
導
く
た
め
の
君
道
と
し
て
捉
え
、

一
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一
方
親
房
は
万
民
神
胤
観
に
基
づ
き
君
臣
と
も
に
則
る
べ
き
道
と
見
た
こ
と
に

認
め
る
。
伊
勢
神
道
の
説
く
「
心
を
修
め
る
道
」
は
中
世
後
期
に
至
り
吉
田
神

道
に
受
け
継
が
れ
た
と
し
、
「
中
世
神
道
は
伊
勢
神
道
思
想
の
自
己
展
開
」
（
Ⅲ

頁
）
で
あ
る
と
結
論
す
る
。

最
後
に
補
論
が
二
篇
あ
る
。
い
ず
れ
も
著
者
の
伊
勢
神
道
論
を
側
面
か
ら
支

え
る
も
の
で
あ
り
、
本
論
中
に
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
る
テ
ー
マ
で
あ
る
。
補
論

一
「
中
世
神
国
思
想
の
一
側
面
」
は
中
世
の
神
国
思
想
が
一
向
専
修
に
対
す
る

反
動
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
機
能
し
た
と
す
る
黒
田
俊
雄
氏
の
学
説
へ
の
批
判

を
含
む
。
著
者
は
神
国
思
想
を
貞
観
年
間
の
第
一
期
、
院
政
期
の
第
二
期
、
元

志
の
あ
っ
た
第
三
期
に
分
け
る
説
を
踏
ま
え
て
、
各
々
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

第
一
期
と
第
三
期
は
い
ず
れ
も
対
外
的
危
機
を
契
機
と
し
た
も
の
で
、
「
神
国
」

と
は
伊
勢
と
八
幡
に
統
轄
さ
れ
た
「
共
同
体
の
守
護
神
た
る
神
々
の
加
算
的
集

積
体
と
し
て
の
国
家
」
（
剛
頁
）
を
意
味
し
、
他
国
を
「
異
類
」
と
見
る
対
外

的
自
国
優
越
意
識
に
支
え
ら
れ
て
い
た
と
す
る
。
た
だ
し
第
三
期
に
お
い
て
は

仏
教
的
汎
神
論
・
本
地
垂
迩
説
に
基
づ
く
中
世
的
神
観
念
に
立
脚
し
て
い
る
こ

と
が
相
違
点
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
第
二
期
の
神
国
思
想
は
対
外
的
契

機
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
伝
統
的
宗
教
意
識
の
変
動
、
さ
ら
に
そ
の
基
底
に

あ
る
古
代
末
期
の
政
治
的
社
会
的
変
動
を
背
景
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
。

さ
ら
に
黒
田
説
へ
の
批
判
と
し
て
、
神
国
思
想
が
一
向
専
修
へ
の
反
動
の
承
な

ら
ず
末
法
思
想
超
克
の
た
め
の
時
処
機
相
応
の
論
理
と
し
て
機
能
し
た
こ
と
を

中
世
神
祇
説
話
に
よ
っ
て
論
証
し
て
い
る
。

補
論
二
「
中
世
に
お
け
る
神
宮
宗
廟
観
の
成
立
と
展
開
」
は
伊
勢
神
宮
を
宗

廟
と
称
す
る
こ
と
、
お
よ
び
伊
勢
・
八
幡
を
二
所
宗
廟
と
呼
ぶ
こ
と
の
思
想
的

意
義
を
考
察
す
る
。
古
代
に
お
い
て
神
を
祀
る
神
社
と
祖
先
を
祀
る
廟
と
が
厳

密
に
区
別
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
か
し
た
の
ち
、
神
社
を
宗
廟
と
称
す
る
こ
と

は
応
神
天
皇
を
祭
神
と
し
て
人
間
神
的
性
格
を
有
す
る
八
幡
宮
よ
り
起
こ
り
、

十
一
世
紀
は
じ
め
に
は
形
成
さ
れ
て
い
た
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
神
宮
宗
廟
観

は
宮
地
直
一
氏
の
説
の
ご
と
く
八
幡
宮
に
先
行
し
て
称
さ
れ
た
と
い
う
歴
史
事

実
は
確
認
で
き
ず
、
十
二
世
紀
中
頃
か
ら
認
め
ら
れ
一
般
化
す
る
の
は
十
三
世

紀
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
と
す
る
。

ま
た
伊
勢
神
道
に
お
い
て
神
宮
を
「
宗
廟
」
「
宗
廟
社
稜
」
と
称
す
る
の
は
、

一
つ
に
は
外
宮
が
内
宮
と
並
ぶ
皇
祖
神
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
で
あ
る

が
、
も
う
一
つ
に
は
神
宮
が
上
下
万
民
の
祖
神
（
お
や
が
糸
）
で
あ
る
こ
と
を

主
張
す
る
た
め
で
あ
り
、
そ
れ
は
は
や
く
『
宝
基
本
記
』
の
中
に
認
め
ら
れ
北

畠
親
房
の
思
想
に
結
実
す
る
「
万
民
神
胤
観
」
の
現
わ
れ
の
一
つ
で
あ
る
と
す

る
。
さ
ら
に
吉
田
神
道
に
お
い
て
は
神
宮
の
み
な
ら
ず
神
社
一
般
が
廟
で
あ
る

と
す
る
主
張
が
見
え
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
れ
は
神
と
人
と
の
霊
的
一
体

性
を
認
め
る
思
想
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
伊
勢
神
道
に
お
い
て
発
生
し
吉
田
神

道
に
よ
っ
て
継
承
・
強
化
さ
れ
た
と
み
る
。
吉
田
神
道
に
お
け
る
神
葬
祭
の
形

成
と
も
関
連
す
る
重
要
な
問
題
提
示
で
あ
ろ
う
。

以
上
ま
こ
と
に
拙
い
な
が
ら
内
容
を
一
通
り
紹
介
し
て
ゑ
た
。
次
に
若
干
の

論
評
を
加
え
て
ゑ
た
い
。

伊
勢
神
道
の
形
成
年
代
、
五
部
書
の
成
立
年
代
は
困
難
な
問
題
で
あ
り
先
学

の
説
も
か
な
り
分
か
れ
て
い
る
。
本
書
に
お
い
て
は
「
宝
基
本
記
』
「
倭
姫
命

世
記
』
の
成
立
が
先
行
し
神
宮
三
部
害
が
そ
れ
に
続
く
と
い
う
大
ま
か
な
前
提

の
も
と
で
立
論
が
な
さ
れ
て
お
り
、
評
者
も
そ
の
立
場
に
賛
意
を
評
し
た
い
。
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し
か
し
な
が
ら
近
年
五
部
書
の
成
立
を
平
安
末
期
に
遡
ら
せ
両
部
神
道
に
も
先

行
し
て
い
た
と
す
る
新
た
な
学
説
が
提
示
さ
れ
て
お
り
（
『
神
道
大
系
・
伊
勢

神
道
（
上
こ
解
題
）
、
定
説
の
確
立
は
一
層
困
難
な
状
況
と
な
っ
て
い
る
。
著

者
に
は
「
神
道
五
部
書
成
立
私
考
」
（
『
東
北
福
祉
大
学
紀
要
』
第
四
巻
第
二
号
）

と
い
う
論
文
も
あ
る
が
、
今
回
の
著
書
に
お
い
て
収
録
が
見
送
ら
れ
て
い
る
の

は
こ
う
し
た
事
情
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
場
合
に
よ
っ
て
は
立
論
の
根
拠
が
崩

れ
か
ね
な
い
状
況
で
も
あ
り
、
近
い
将
来
著
者
な
り
の
学
説
を
提
示
し
て
頂
け

れ
ば
と
思
う
。

ま
た
『
神
皇
実
録
』
『
神
皇
系
図
』
『
天
口
事
書
』
な
ど
著
者
・
成
立
年
代
の

不
確
定
な
伊
勢
神
道
書
へ
の
論
及
が
あ
ま
り
な
さ
れ
て
い
な
い
。
伊
勢
神
道
と

の
比
較
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
両
部
神
道
の
思
想
も
大
部
分
『
中
臣
祓
訓
解
」
に

依
拠
し
て
い
る
が
、
『
宝
志
和
尚
伝
』
「
天
地
霊
覚
秘
書
』
な
ど
の
初
期
両
部
神

道
書
の
思
想
と
の
比
較
検
討
の
手
続
き
も
必
要
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
さ
ら

に
言
え
ば
本
書
は
五
部
書
お
よ
び
度
会
行
忠
の
思
想
に
重
点
が
置
か
れ
た
た

め
、
鎌
倉
末
期
の
度
会
家
行
・
度
会
常
昌
を
は
じ
め
、
伊
勢
神
道
を
発
展
継
承

せ
し
め
た
慈
遍
・
北
畠
親
房
の
思
想
の
考
察
は
比
較
的
手
薄
と
な
っ
て
い
る
。

五
部
書
段
階
に
お
い
て
も
か
な
り
の
分
量
を
占
め
、
慈
遍
や
親
房
に
至
っ
て
さ

ら
に
深
化
す
る
神
鏡
論
・
神
器
論
な
ど
の
問
題
も
含
め
、
今
後
の
ご
研
究
に
ま

ち
た
い
。

「
五
部
書
」
を
中
心
と
す
る
伊
勢
神
道
書
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
抽
出
さ
れ
る
思

想
を
分
析
す
る
限
り
で
は
、
氏
の
解
明
し
た
よ
う
に
伊
勢
神
道
が
神
仏
の
峻

別
の
思
想
で
あ
る
と
い
う
位
置
付
け
に
は
そ
れ
な
り
に
整
合
性
が
認
め
ら
れ

る
。
し
か
し
な
が
ら
『
古
老
口
実
伝
』
の
中
に
「
神
宮
秘
記
数
百
巻
内
最
極
秘

書
二
世
利
益
要
」
と
し
て
伊
勢
神
道
書
の
『
飛
鳥
記
』
（
『
御
鎮
座
本
紀
』
）
『
心
御

柱
秘
記
』
『
神
皇
実
録
』
と
共
に
両
部
神
道
書
で
あ
る
『
大
宗
秘
府
」
『
大
和
葛

（
城
）
宝
山
記
』
の
名
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
事
実
が
あ
る
。
あ
る
い
は
『
類
聚

神
祇
本
源
』
に
お
い
て
『
天
地
麗
気
府
録
』
『
麗
気
記
』
が
仮
託
さ
れ
た
作
者

を
基
準
と
し
て
「
釈
家
」
で
は
な
く
「
官
家
」
あ
る
い
は
「
官
書
」
に
分
類
さ

れ
、
一
方
で
伊
勢
神
道
書
と
さ
れ
る
も
の
が
「
官
家
」
と
「
社
家
」
の
部
に
ふ

り
分
け
ら
れ
て
い
る
な
ど
、
神
宮
祠
官
に
と
っ
て
「
伊
勢
神
道
」
と
「
両
部
神

道
」
と
が
明
確
な
対
立
項
と
し
て
自
覚
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て

お
り
、
そ
の
中
で
「
伊
勢
神
道
」
が
「
両
部
神
道
」
と
対
置
さ
れ
る
よ
う
な
自

立
し
た
思
想
体
系
と
し
て
存
立
し
得
て
い
た
の
か
否
か
と
い
う
点
も
問
わ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
「
伊
勢
神
道
」
と
い
う
概
念
自
体
も
後
世
の
所
産

で
あ
り
、
中
世
に
お
い
て
は
ど
れ
ほ
ど
自
覚
化
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま

た
両
者
を
対
比
さ
せ
て
扱
う
こ
と
が
い
か
ほ
ど
有
効
で
あ
る
の
か
が
問
わ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
五
部
書
」
と
い
う
概
念
が
近
世
排
仏
思
想
の
幻
想
で
あ

る
の
と
同
様
に
、
「
伊
勢
神
道
」
と
い
う
概
念
も
根
本
的
に
再
検
討
し
て
み
る

必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
に
は
神
宮
祠
官
の
信
仰
心
意
の

レ
ベ
ル
に
ま
で
踏
承
込
ん
で
「
伊
勢
神
道
」
の
思
想
構
造
や
成
立
基
盤
を
解
き

明
か
す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

し
っ
か
り
し
た
批
評
に
な
ら
な
い
が
最
後
に
付
け
加
え
れ
ば
、
第
三
章
第
二

節
お
よ
び
第
三
節
の
前
半
は
、
伊
勢
神
道
の
観
念
的
な
教
説
を
扱
っ
て
い
る
た

め
か
、
あ
る
い
は
発
表
さ
れ
た
雑
誌
の
性
格
の
違
い
か
ら
か
、
本
書
全
体
か
ら

見
る
と
論
の
運
び
が
若
干
主
観
的
で
捉
え
所
の
な
さ
を
感
じ
た
。

以
上
珀
末
な
批
評
を
試
み
た
が
、
も
と
よ
り
氏
の
学
説
へ
の
反
論
と
い
う
べ

き
も
の
で
は
な
く
、
伊
勢
神
道
が
担
う
課
題
の
大
き
さ
を
二
、
三
提
示
し
て
ゑ

た
に
過
ぎ
な
い
。
本
書
は
従
来
漠
然
と
指
摘
さ
れ
つ
つ
も
、
充
分
に
踏
み
込
ん
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で
説
明
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
本
地
垂
通
説
や
末
法
思
想
・
神
国
思
想
等
の
時
代

思
潮
と
、
中
世
神
道
思
想
と
り
わ
け
伊
勢
神
道
と
の
間
の
論
理
的
な
関
連
性
を

あ
ざ
や
か
に
解
き
ほ
ぐ
し
て
い
る
。
伊
勢
神
道
の
思
想
形
成
の
主
た
る
契
機
を

蒙
古
襲
来
に
よ
る
神
国
思
想
の
高
揚
に
求
め
る
岡
田
米
夫
・
久
保
田
収
氏
以
来

の
通
説
を
否
定
し
、
む
し
ろ
古
代
か
ら
中
世
へ
の
社
会
変
動
を
基
底
と
し
た
宗

教
思
想
の
展
開
の
上
に
位
置
付
け
た
こ
と
は
、
従
来
の
神
道
思
想
研
究
の
枠
組

み
を
乗
り
越
え
る
大
き
な
業
績
で
あ
る
。

中
世
神
道
思
想
研
究
は
久
保
田
収
・
西
田
長
男
両
氏
の
業
績
以
後
し
ば
ら
く

の
間
、
岡
田
荘
司
氏
に
よ
る
中
世
神
道
典
籍
の
成
立
年
代
の
研
究
を
除
け
ば
、

捨
て
置
か
れ
足
踏
承
し
て
い
た
感
が
あ
っ
た
が
、
本
書
に
よ
っ
て
着
実
な
前
進

を
遂
げ
た
と
い
え
よ
う
。
近
年
増
加
し
つ
つ
あ
る
若
手
の
中
世
神
道
研
究
者
に

と
っ
て
も
、
本
書
の
成
果
は
大
い
な
る
導
き
と
な
ろ
う
。（

北
九
州
大
学
助
教
授
）

一

三

九


