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『
近
世
神
宮
考
証
学
の
研
究
』
要
旨

吉

川

竜

実

本
稿
に
お
い
て
は
、
先
ず
第
一
編
で
、
平
安
初
期
の
延
暦
儀
式
帳
の
撰
進
を
一
つ
の
大
き
な
起
点
と
し
て
、
凡
そ
千
二
百

年
以
上
に
わ
た
っ
て
連
綿
と
培
わ
れ
て
き
た
、
神
宮
が
拠
っ
て
立
つ
と
こ
ろ
の
学
問
で
あ
る
神
宮
根
拠
の
学
、
換
言
す
れ
ば

神
宮
祭
祀
の
永
遠
性
と
厳
正
と
を
護
持
す
る
護
教
学
の
「
神
宮
学
」
に
つ
い
て
、
神
代
か
ら
明
治
期
に
至
る
歴
史
の
流
れ
と

そ
の
特
徴
を
、
各
時
代
に
著
さ
れ
た
神
宮
古
典
の
系
譜
に
基
づ
き
明
ら
か
に
す
る
。

次
に
第
二
編
で
は
、
江
戸
後
期
に
活
躍
し
た
内
宮
禰
宜
の
中
川
経
雅
に
つ
い
て
、
先
学
か
ら
学
び
得
た
彼
の
伝
記
研
究
を

基
に
筆
者
の
見
解
も
加
え
な
が
ら
学
問
を
中
心
と
し
た
経
雅
の
略
歴
を
披
瀝
し
、
『
大
神
宮
儀
式
解
』
執
筆
の
動
機
や
成
立

時
期
に
関
し
改
め
て
検
討
し
て
、
経
雅
が
神
宮
学
に
本
居
宣
長
の
国
学
を
積
極
的
に
採
り
入
れ
て
近
世
「
神
宮
考
証
学
」
を

樹
立
し
た
こ
と
を
考
察
す
る
。
ま
た
宣
長
の
『
古
事
記
傳
』
と
の
比
較
よ
り
導
き
出
さ
れ
た
『
儀
式
解
』
の
特
徴
や
記
述
法

等
を
論
じ
、
同
書
が
後
進
に
与
え
た
影
響
に
も
言
及
す
る
。
続
い
て
経
雅
が
親
愛
な
る
子
孫
を
慈
し
ん
で
自
ら
が
持
て
る
全

て
の
学
識
と
経
験
と
を
傾
注
し
て
記
さ
れ
た
教
訓
書
で
あ
り
遺
言
書
で
も
あ
る
『
慈
裔
真
語
』
に
つ
い
て
、
そ
の
詳
し
い
成

立
事
情
や
執
筆
に
至
る
具
体
的
な
動
機
や
想
い
、
或
い
は
そ
の
内
容
構
成
や
執
筆
理
念
等
を
明
白
に
す
べ
く
考
証
を
施
し
、

併
せ
て
祠
官
心
得
に
は
じ
ま
る
修
身
訓
や
斉
家
論
、
ま
た
処
世
術
や
学
問
教
育
法
・
人
生
観
等
、
彼
の
全
人
格
的
な
赤
裸
々

な
姿
を
彷
彿
と
さ
せ
る
『
慈
裔
真
語
』
の
有
す
る
真
価
を
究
明
し
て
経
雅
の
真
の
人
物
像
に
迫
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
経
雅
の

樹
立
し
た
近
世
神
宮
考
証
学
は
、
や
が
て
同
宮
禰
宜
の
薗
田
守
良
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
、
そ
の
影
響
は
内
宮
か
ら
外
宮
へ
と

及
ぼ
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
外
宮
権
禰
宜
の
足
代
弘
訓
や
橋
村
正
兌
と
い
っ
た
人
物
が
発
展
さ
せ
、
幕
末
に
御
巫
清
直
が
登

場
し
て
近
世
神
宮
考
証
学
を
大
成
す
る
。

そ
し
て
第
三
編
で
は
、
そ
の
大
成
者
で
あ
る
清
直
に
つ
い
て
論
評
す
べ
く
彼
の
八
十
三
年
に
わ
た
る
生
涯
を
四
つ
に
区
分

し
て
清
直
の
経
歴
を
辿
る
こ
と
と
し
、
各
時
期
に
お
け
る
彼
の
主
要
な
斎
庭
奉
仕
と
学
問
傾
向
を
論
じ
て
清
直
の
神
宮
考
証

学
の
特
徴
を
考
究
し
、
従
来
の
清
直
研
究
で
希
薄
で
あ
っ
た
思
想
面
に
着
目
し
て
、
彼
の
考
証
基
準
と
な
っ
た
思
想
で
あ
る



「
神
朝
廷
論
」
を
検
証
す
る
。
続
い
て
清
直
の
神
宮
古
伝
研
究
の
粋
を
集
め
た
と
見
ら
れ
る
『
神
朝
尚
史
』
に
つ
い
て
、
そ

の
構
成
や
内
容
を
は
じ
め
考
証
理
念
に
関
し
論
及
し
、
明
治
二
十
二
年
の
第
五
十
六
回
神
宮
式
年
遷
宮
が
『
神
朝
尚
史
』
編

纂
の
大
き
な
契
機
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
そ
の
成
立
事
情
を
明
白
に
し
平
田
篤
胤
の
影
響
に
つ
い
て
も
論

考
す
る
。
更
に
年
間
千
五
百
回
と
も
い
わ
れ
る
神
宮
恒
例
祭
の
約
半
分
を
占
め
、
且
つ
外
宮
祭
祀
の
生
命
線
と
さ
れ
る
常
典

御
饌
の
総
合
的
な
研
究
の
中
で
、
特
に
そ
の
高
み
に
ま
で
の
ぼ
っ
た
清
直
の
『
御
饌
殿
事
類
鈔
』
を
通
し
て
、
外
宮
の
御
鎮

座
と
御
饌
殿
と
の
関
係
を
は
じ
め
殿
舎
及
び
神
座
（
装
束
）
・
神
饌
、
或
い
は
行
事
次
第
の
変
遷
と
総
御
饌
と
の
関
連
を
考

察
す
る
と
共
に
、
ま
た
実
際
に
奏
上
さ
れ
て
き
た
祝
詞
と
祭
祀
空
間
の
分
析
に
よ
り
常
典
御
饌
の
意
義
を
鮮
明
に
す
る
こ
と

を
試
み
た
。

最
後
に
補
論
と
し
て
、
清
直
の
考
証
に
基
づ
く
神
宮
神
事
絵
画
に
つ
い
て
紹
介
し
、
本
稿
の
内
容
を
補
完
す
る
こ
と
に
充

て
て
い
る
。


