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本
書
は
、
白
山
芳
太
郎
教
授
が
「
神
道
」
を
明
ら
か
に
す
べ
く
こ
れ
ま

で
の
考
察
を
ま
と
め
ら
れ
た
一
冊
で
あ
る
。

神
道
学
を
修
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
私
が
書
評
を
記
す
と
い
う
の

は
、
は
な
は
だ
僭
越
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
知
人
よ
り
勧
め
ら
れ
た
の
で

お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。

私
は
こ
れ
ま
で
筆
者
と
面
識
は
な
か
っ
た
が
、
著
書
は
拝
読
し
て

い
た
。

伊
勢
神
宮
の
第
六
十
二
回
式
年
遷
宮
に
ち
な
む
諸
祭
の
取
材
を
通
し

て
、
こ
れ
ま
で
見
え
て
い
な
か
っ
た
伊
勢
神
宮
の
歴
史
や
祭
祀
に
驚
愕
す

る
と
と
も
に
、
こ
う
し
た
祈
り
の
か
た
ち
は
ど
う
し
て
で
き
た
の
か
、
神

道
の
儀
式
と
は
何
で
あ
る
の
か
、
そ
し
て
神
道
と
は
な
ん
な
の
か
、
と
ら

え
ら
れ
ず
に
い
た
。
そ
ん
な
と
き
筆
者
の
『
神
道
〜
日
本
人
の
こ
こ
ろ
の

い
と
な
み
』（
平
成
二
十
一
年
、
国
書
刊
行
会
発
行
）
の
冒
頭
の
文
に
出

会
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
、
日
常
的
に
使
う
三
つ
の
言
葉
を
例
に
挙
げ
て
、
日
本
人
の

こ
こ
ろ
を
説
い
て
い
た
。

「
い
た
だ
き
ま
す
」、

「
お
め
で
と
う
」、

「
あ
り
が
と
う
」
で
あ
る
。
本
文
を
引
用
す
る
。

太
古
以
来
、
日
本
人
が
「
い
た
だ
き
ま
す
」
と
い
う
と
き
、
い
た
だ
く

も
の
は
「
神
の
恵
み
」
と
信
じ
ら
れ
て
き
た
。
神
の
恵
み
を
い
た
だ
く
こ

―41―



と
に
感
謝
し
「
い
た
だ
き
ま
す
」
と
言
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の

よ
う
な
言
語
の
発
生
は
古
く
、
狩
猟
採
集
生
活
時
代
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る

と
思
わ
れ
る
。
当
時
、
食
は
、
い
つ
も
得
ら
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
ま
た
、

食
は
動
植
物
の
命
を
絶
つ
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
。
神
か
ら
の
恵
み
で

は
な
い
食
と
い
う
の
は
、
こ
の
列
島
の
人
々
に
と
っ
て
考
え
ら
れ
な
い
の

で
あ
っ
た
。

こ
の
「
い
た
だ
き
ま
す
」
の
解
説
に
、
日
々
当
た
り
前
の
よ
う
に
手
を

合
わ
せ
発
す
る
言
葉
に
日
本
古
来
の
食
へ
の
感
謝
が
根
底
に
あ
る
こ
と
を

知
っ
た
。
神
道
と
は
神
社
の
中
だ
け
の
こ
と
で
は
な
く
、
日
本
人
の
日
常

に
し
っ
か
り
と
浸
透
し
て
お
り
、
日
本
人
が
生
き
る
上
で
の
規
範
に
も

な
っ
て
い
た
と
気
づ
か
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

暮
ら
し
は
衣
食
住
で
成
り
立
っ
て
い
る
。
な
か
で
も
食
に
つ
い
て
は
重

要
だ
。
人
間
は
生
き
て
い
く
た
め
に
、
ほ
か
の
生
き
も
の
の
命
を
絶
ち
、

食
べ
な
く
て
な
ら
な
い
。
そ
の
罪
悪
感
を
ど
う
と
ら
え
る
の
か
、
ど
う
解

釈
す
る
の
か
、
こ
れ
も
ま
た
宗
教
の
領
域
で
あ
る
。

近
頃
で
は
、
給
食
費
を
支
払
っ
て
い
る
の
に
な
ぜ
子
ど
も
が
「
い
た
だ

き
ま
す
」
と
言
わ
な
く
て
は
い
け
な
い
の
か
と
い
う
保
護
者
か
ら
の
ク

レ
ー
ム
を
受
け
、
先
生
が
仕
方
な
く
食
事
を
始
め
る
合
図
と
し
て
笛
を

ピ
ッ
と
吹
い
て
い
る
小
学
校
の
事
例
を
あ
げ
、
筆
者
は
な
げ
い
て
い
る

が
、
同
感
で
あ
る
。
戦
後
教
育
の
な
か
で
す
た
れ
て
い
っ
た
「
こ
こ
ろ
の

教
育
」
の
復
活
が
い
ま
、
急
が
れ
る
。

正
月
な
ど
祝
い
事
に
使
う
「
お
め
で
と
う
」
は
、
相
手
に
よ
い
言
葉
を

か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
手
に
よ
い
一
年
が
や
っ
て
く
る
と
信
じ
る
、

言
霊
の
信
仰
か
ら
き
た
言
葉
で
、
相
手
の
未
来
を
言
祝
ぐ
こ
と
。
そ
し
て

「
あ
り
が
と
う
」
は
単
に
感
謝
す
る
だ
け
で
な
く
、
相
手
の
親
切
に
「
神

の
恵
み
」
を
感
じ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
説
く
。
平
易
で
あ
り
な
が

ら
、
神
道
の
核
心
を
つ
く
、
そ
こ
が
筆
者
の
拠
っ
て
立
つ
と
こ
ろ
で
あ
り
、

そ
の
良
さ
が
本
書
で
も
い
か
ん
な
く
発
揮
さ
れ
て
い
る
。

本
書
『
神
道
学
原
論
』
は
、「
は
じ
め
に
」
で
聖
徳
太
子
が
豪
族
や
官

人
な
ど
の
心
構
え
を
記
す
『
十
七
条
憲
法
』
の
第
一
条
「
和
を
以
て
貴
し

と
為
す
」
の
「
和
」
の
精
神
か
ら
神
道
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
。
公
務
員
の

服
務
規
定
を
書
い
た
こ
の
憲
法
の
制
定
に
よ
り
、
律
令
以
前
の
公
務
員
に

は
、「
和
」
が
求
め
ら
れ
た
。
ま
た
仏
教
受
容
の
推
進
派
の
聖
徳
太
子
も
、

反
神
道
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
敬
神
崇
仏
で
あ
っ
た
と
強
調
す
る
。

よ
っ
て
、
日
本
の
仏
教
は
、
重
層
信
仰
と
し
て
神
道
の
上
に
重
ね
ら
れ
、

寺
院
に
は
神
道
的
要
素
が
色
濃
く
残
る
、「
和
」
を
根
に
し
た
独
自
の
仏

教
が
生
ま
れ
た
と
指
摘
す
る
。

本
書
は
前
半
と
後
半
に
大
き
く
分
か
れ
る
。
前
半
は
、

第
一
章

清
浄
と
正
直

第
二
章

祝
詞
と
神
典
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第
三
章

明
る
く
生
き
る

第
四
章

氏
神
と
重
層
信
仰

第
五
章

毎
朝
御
拝
と
「
和
」
を
貴
ぶ
こ
こ
ろ

第
六
章

日
本
人
の
信
仰
的
特
質
と
神
道

第
七
章

北
畠
親
房
の
思
想
と
中
世
神
道

第
八
章

祭
祀
と
そ
の
古
姿

後
半
は
、『
古
事
記
』
の
読
み
解
き
で
あ
る
。

附
『
古
事
記
』
神
代
巻
の
概
要

前
半
は
、
細
か
く
章
を
分
け
、
一
つ
ひ
と
つ
を
簡
潔
に
ま
と
め
て
お
り
、

な
る
ほ
ど
と
読
み
進
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
章
で
は
、「
か
ん
ば
せ
を
お
か
し
て
君
に
直
言
し
た
」
北
畠
親
房

の
『
神
皇
正
統
記
』
を
、
伊
勢
神
道
を
知
る
良
き
参
考
書
と
し
て
ま
ず
あ

げ
、
続
い
て
米
国
の
中
学
校
世
界
史
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
た
本
居
宣
長
の

「
敷
し
ま
の
や
ま
と
心
を
人
と
は
ば
朝
日
に
に
ほ
ふ
山
さ
く
ら
ば
な
」
を

中
学
生
向
け
に
ア
レ
ン
ジ
し
た
詩
を
紹
介
し
、
海
外
で
は
日
本
の
神
道

は
、「
シ
ン
プ
ル
な
自
然
美
を
愛
す
る
心
」
と
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
こ

と
に
言
及
し
て
い
る
。
ま
た
、「
風
の
神
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
信
じ
る
こ

と
は
信
仰
で
あ
る
。
こ
の
信
仰
を
持
っ
て
い
る
か
持
っ
て
い
な
い
か
と
い

う
こ
と
は
、（
前
述
の
）
職
人
で
い
え
ば
、
職
人
気
質
を
も
っ
て
い
る
か

い
な
い
か
に
あ
た
る
。
日
本
人
の
気
質
の
根
底
を
つ
ち
か
っ
て
き
た
の

が
、
こ
の
神
道
の
信
仰
で
あ
る
」
と
神
典
か
ら
海
外
の
事
情
、
職
人
気
質

ま
で
、
縦
横
に
引
き
出
し
て
展
開
す
る
。

と
く
に
第
六
章
に
納
め
ら
れ
た
、
日
本
人
の
信
仰
的
特
質
に
つ
い
て
、

平
成
二
十
三
年
に
中
国
の
山
東
大
学
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
国
際
宗
教
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
発
表
し
た
「
Justice」
を
テ
ー
マ
に
し
た
文
章
が
印
象

深
い
。
神
道
の
立
場
か
ら
の
、
公
正
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
る
。
英
文
と

と
も
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
が
注
目
で
、
少
々
長
い
が
引
用
す
る
。

Shinto
classic
K
ojikidescribes
the
follow
ing

神
道
の
古
典
『
古
事
記
』
に
次
に
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

T
he
firstm
ale
and
fem
ale
gods,Izanagi-no-M
ikoto
and
Izanam
i-

no-M
ikoto,

「
最
初
の
男
女
で
あ
る
イ
ザ
ナ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
と
イ
ザ
ナ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
は
、

after
creating
the
Japanese
islands,

日
本
列
島
を
生
ん
だ
の
ち
、

w
ere
to
give
birth
to
gods.

神
々
を
生
む
こ
と
に
し
た
。

those
gods
included
the
god
ofthe
sea,

白
山
芳
太
郎
著
『
神
道
学
原
論
』（
千
種
）
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海
の
神
、

the
god
ofthe
river,

川
の
神
、

the
god
ofthe
w
ind,

風
の
神
、

and
the
god
ofthe
m
ountains.

山
の
神
な
ど
を
生
ん
だ
」
と
あ
る
。

In
the
end,Izanam
i-no-M
ikoto

そ
し
て
最
後
に
「
イ
ザ
ナ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
は
、

dies
after
giving
birth
to
the
god
offire.

火
の
神
を
産
ん
だ
た
め
死
ん
だ
」
と
あ
る
。

H
er
death,w
hich
is
the
firstdeath
in
the
m
yth.

イ
ザ
ナ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
の
死
は
、
日
本
神
話
に
お
け
る
は
じ
め
て
の
死
で
あ

る
が
、

sets
offthe
birth
ofvarious
culture-related
gods
including
the

god
ofclay,the
basic
m
aterialfor
m
etaland
earthenw
ares.

そ
の
死
を
き
っ
か
け
に
金
属
や
、
土
器
の
材
料
で
あ
る
粘
土
な
ど
、
文
化

に
ま
つ
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
神
が
生
ま
れ
て
お
り
、

It
is
believed
that
all
actions
of
these
tw
o
gods,Izanam
i-no-

M
ikoto
and
Izanam
i-no-M
ikoto,created
the
basis
of
the

environm
entand
essentials
ofnature
in
w
hich
Japanese
people

live.
イ
ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ
二
神
の
あ
ら
ゆ
る
行
為
が
、
日
本
人
の
住
む
環
境

や
、
自
然
の
も
と
と
な
る
も
の
を
生
み
出
し
た
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
。

金
属
、
粘
土
、
川
、
海
、
風
、
山
、
島
、
つ
ま
り
、
い
の
ち
の
な
い
物
体

に
対
し
て
ま
で
も
、
あ
が
め
、
し
か
も
、
そ
れ
ら
に
上
下
が
な
い
。

T
his
idea
of
equality
am
ong
allthings
existing
harm
oniously

shapes
justice
from
the
Sinto
perspective.

そ
れ
が
、
神
道
に
お
け
る
Justiceで
あ
っ
て
、
伊
邪
那
岐
命
と
伊
邪
那

美
命
の
あ
ら
ゆ
る
行
為
が
、
日
本
人
の
住
む
環
境
や
自
然
の
も
と
と
な
る

も
の
を
生
み
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

最
後
の
文
は
直
訳
す
る
と
、「
調
和
し
て
存
在
す
る
す
べ
て
の
物
が
同

等
だ
と
い
う
思
い
が
、
展
望
的
に
神
道
に
公
正
さ
を
形
づ
く
っ
た
」
と
な

る
の
だ
ろ
う
が
、
筆
者
は
意
訳
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
発
表
は
日
本
神
話
を

端
的
に
伝
え
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
詩
的
で
、
音
韻
が
美
し
い
。『
古
事

記
』
は
も
と
も
と
口
承
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
口
づ
て
に
伝
承
し
や
す
い

耳
障
り
の
よ
い
音
韻
を
大
事
に
し
て
い
た
こ
と
は
想
像
し
や
す
い
。
神
社

界
を
は
じ
め
、
さ
ま
ざ
ま
に
神
道
を
世
界
に
発
信
し
よ
う
と
す
る
機
運
の

な
か
で
、
日
本
文
化
の
持
っ
て
い
る
言
葉
の
美
し
さ
に
も
注
意
を
は
ら
う

こ
と
が
肝
要
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
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神
話
に
つ
い
て
の
考
察
は
、
各
民
族
に
よ
っ
て
、
何
に
心
を
と
き
め
か

せ
た
か
と
い
う
心
の
遺
伝
子
が
つ
ま
っ
て
い
る
と
、「
心
を
と
き
め
か
せ

る
」
も
の
と
と
ら
え
て
い
る
点
が
目
新
し
く
映
っ
た
。
こ
れ
ま
で
も
神
話

は
記
録
で
は
な
く
、
日
本
人
の
記
憶
が
記
さ
て
い
る
と
い
う
指
摘
は
あ
っ

た
が
、
心
を
と
き
め
か
せ
た
感
動
だ
か
ら
こ
そ
、
親
か
ら
子
へ
、
子
か
ら

孫
へ
と
語
り
継
が
れ
て
き
た
と
い
う
の
は
大
い
に
納
得
で
き
る
。
筆
者
の

豊
か
な
感
受
性
な
ら
で
は
の
分
析
だ
。

ま
た
、
世
界
的
な
も
の
の
考
え
方
に
人
間
的
な
こ
と
を
尊
重
す
る

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
あ
る
が
、
地
球
温
暖
化
は
む
し
ろ
人
間
だ
け
を
大
切

に
し
た
こ
と
に
起
因
が
あ
る
と
す
る
。
仏
教
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の
を

大
切
に
す
る
以
上
に
、
日
本
神
話
で
は
国
土
を
は
じ
め
、
山
も
川
も
風
も

火
も
、
金
属
も
人
間
も
同
じ
よ
う
に
神
が
産
ん
だ
も
の
と
語
ら
れ
る
が
ゆ

え
に
、
日
本
で
は
森
林
面
積
が
国
土
の
六
八
．
九
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
高

比
率
で
維
持
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
だ
。
地
球
温
暖
化
の
阻
止
に
は
、
日

本
の
神
道
の
す
べ
て
の
「
も
の
」
を
大
切
に
す
る
と
い
う
信
仰
が
重
要
な

の
で
あ
る
。

日
本
人
が
神
話
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
と
き
、
豊
か
な
緑
の
森
が
消
え
る

の
か
も
し
れ
な
い
。

後
半
は
、
附
『
古
事
記
』
神
代
巻
の
概
要
、
で
あ
る
。

第
二
章
で
、
神
典
で
は
単
な
る
事
実
の
断
片
で
は
な
く
、
そ
の
背
後
に

潜
ん
で
い
る
世
相
や
、
人
々
の
も
の
の
考
え
方
を
読
み
取
る
重
要
性
に
つ

い
て
述
べ
、
専
門
的
に
扱
う
学
者
ば
か
り
で
は
な
く
、
一
般
の
人
々
に

よ
っ
て
、
じ
っ
く
り
読
み
直
さ
れ
る
べ
き
時
期
に
き
て
い
る
と
指
摘
し
て

い
る
が
、
こ
の
概
要
の
項
は
ま
さ
し
く
一
般
の
人
々
の
た
め
に
神
典
を
紐

解
い
て
い
る
。

『
古
事
記
』
の
筋
立
て
に
沿
っ
て
、
天
地
初
発
、
列
島
誕
生
、
黄
泉
国
訪

問
、
三
貴
子
誕
生
…
と
、
読
み
解
き
は
続
く
。

随
所
に
投
入
さ
れ
て
い
る
ミ
ニ
解
説
が
興
味
を
引
く
。

日
本
列
島
を
称
す
る
「
大
八
島
」
の
言
葉
は
、
八
が
日
本
で
は
め
で
た

い
数
字
だ
か
ら
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
知
ら
れ
る
が
、
中
国
で
は
九
（
九

月
九
日
重
陽
の
節
句
）、
イ
ン
ド
で
は
七
（
そ
の
た
め
仏
教
の
法
会
は
初

七
日
、
ふ
た
七
日
、
二
十
一
日
、
二
十
八
日
、
三
十
五
日
、
四
十
九
日
に

行
う
）、
イ
ス
ラ
ム
教
も
七
が
聖
な
る
数
。
キ
リ
ス
ト
教
は
ダ
ン
デ
の
『
神

曲
』
が
三
部
構
成
で
、
各
編
は
三
の
倍
数
の
三
十
三
か
ら
構
成
さ
れ
、
各

詩
の
行
数
も
全
体
に
わ
た
っ
て
三
行
ず
つ
と
し
て
い
る
な
ど
、
三
を
聖
な

る
数
と
し
て
い
る
と
い
う
。
日
本
神
話
を
語
り
な
が
ら
、
世
界
の
信
仰
に

も
触
れ
、
読
者
を
引
き
込
ま
せ
る
。

興
味
深
い
の
は
、
天
照
大
神
が
女
神
で
あ
る
理
由
に
つ
い
て
の
記
述

だ
。
ギ
リ
シ
ャ
の
太
陽
神
の
ア
ポ
ロ
ン
を
は
じ
め
、
エ
ジ
プ
ト
の
太
陽
神

ラ
ー
な
ど
世
界
各
地
の
神
話
で
は
太
陽
神
が
男
神
で
あ
る
の
に
対
し
、
日

本
は
高
天
原
の
主
祭
神
で
あ
る
天
照
大
神
は
女
神
で
、
月
を
司
る
月
読
尊

白
山
芳
太
郎
著
『
神
道
学
原
論
』（
千
種
）
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は
弟
神
で
男
神
と
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
研
究
者
か
ら
郷
土
史

家
ま
で
諸
説
を
唱
え
る
が
、
筆
者
は
温
帯
地
域
と
熱
帯
地
域
に
お
け
る

人
々
の
太
陽
の
と
ら
え
方
に
起
因
し
て
い
る
と
す
る
。
つ
ま
り
、
温
帯
の

太
陽
は
動
植
物
を
育
て
る
た
め
、
慈
愛
に
満
ち
た
女
神
と
し
た
が
、
熱
帯

の
太
陽
は
荒
々
し
い
男
性
神
で
、
月
が
女
神
と
す
る
。
ま
た
、
国
旗
も
月

や
星
が
用
い
ら
れ
こ
と
。
日
本
の
太
陽
マ
ー
ク
の
缶
詰
が
熱
帯
で
は
腐
っ

て
い
る
と
思
わ
れ
る
た
め
に
、
ラ
ベ
ル
が
月
星
マ
ー
ク
も
の
に
変
わ
っ
て

い
る
と
い
う
く
だ
り
で
は
、
筆
者
の
知
識
、
好
奇
心
、
探
求
心
の
守
備
範

囲
の
広
さ
に
改
め
て
感
心
し
た
。

本
書
は
、
文
献
の
深
い
研
究
に
基
づ
き
、
さ
ら
に
平
易
な
言
葉
で
も
っ

て
神
道
の
概
念
や
考
え
方
、
神
典
を
読
み
解
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た

め
、
神
道
を
学
ぶ
者
や
研
究
者
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
か
ら
学
ぼ
う
と
す
る

者
と
一
般
に
も
門
戸
を
開
い
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
伊
勢
神
宮
の
式
年
遷

宮
を
機
会
に
多
く
の
人
々
が
伊
勢
参
宮
に
来
ら
れ
て
い
る
。
伊
勢
神
宮
だ

け
で
な
く
、
神
社
へ
の
興
味
も
こ
れ
ま
で
に
な
く
高
い
。
そ
う
し
た
時
代

に
あ
っ
て
、
一
般
に
向
け
て
の
ま
な
ざ
し
を
も
つ
筆
者
の
役
割
は
大
き

い
。
神
道
を
知
り
た
い
、
学
び
た
い
と
い
う
人
に
ぜ
ひ
手
に
取
っ
て
ほ

し
い
。

筆
者
が
講
師
を
務
め
る
公
開
講
座
に
参
加
し
た
。「
正
直
と
浄
明
の
心
」

が
演
題
で
、
日
本
人
の
精
神
性
を
端
的
に
表
現
す
る
言
葉
、
清
く
（
浄

く
）、
明
る
く
、
正
し
く
、
直
く
と
い
う
「
浄
明
正
直
」
を
日
本
文
化
と

の
関
係
に
留
意
し
つ
つ
考
察
す
る
と
い
う
内
容
な
の
だ
が
、
本
論
へ
至
る

ア
プ
ロ
ー
チ
に
一
時
間
半
の
講
座
の
う
ち
、
長
い
時
間
を
費
や
さ
れ
た
。

そ
れ
で
も
き
ち
ん
と
本
論
は
話
さ
れ
た
の
だ
が
、
筆
者
は
申
し
訳
な
い
と

謝
罪
さ
れ
た
。
ふ
つ
う
な
ら
言
葉
で
言
う
程
度
で
あ
る
が
、
筆
者
は
わ
ざ

わ
ざ
演
台
を
下
り
、
参
加
者
の
前
に
立
っ
て
頭
を
下
げ
ら
れ
た
。
そ
の
真

摯
な
姿
に
「
浄
明
正
直
」
の
心
が
腑
に
落
ち
た
。
ま
さ
し
く
「
浄
明
正
直
」

な
お
人
柄
で
あ
る
と
お
見
受
け
し
た
。

末
筆
な
が
ら
、
今
後
も
「
浄
明
正
直
」
の
心
と
『
古
事
記
』
を
研
究
者

と
一
般
に
読
み
解
い
て
い
た
だ
き
た
い
と
願
っ
て
や
ま
な
い
。

（
平
成
二
十
六
年
五
月

皇
學
館
大
学
出
版
部
刊

Ａ
五
判

二
二
五
頁

本
体
一
八
五
二
円
＋
税
）

（
ち
く
さ

き
よ
み
・
文
筆
家

皇
學
館
大
学
非
常
勤
講
師
）
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