
神
野
志
氏
の
研
究
は
、
思
想
史
学
の
立
場
か
ら
見
て
次
の
二
点
で
新
鮮
な
魅

力
を
持
っ
て
い
る
。

一
つ
は
、
『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
を
一
括
し
て
「
記
紀
神
話
」
と
呼

ぶ
こ
と
へ
の
批
判
で
あ
る
。
こ
れ
は
次
の
第
二
点
、
方
法
論
的
批
判
と
も
密
接

に
関
係
す
る
の
で
あ
る
が
、
ま
ず
得
ら
れ
た
結
論
の
ほ
う
か
ら
見
て
い
こ
う
。

氏
は
、
「
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
は
、
似
た
よ
う
な
素
材
を
使
っ
て
天
皇

支
配
の
正
統
性
を
主
張
し
て
い
て
も
、
「
機
軸
」
「
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
」
が
異
な
り
、

本
質
的
に
違
う
神
話
で
あ
る
と
す
る
。
同
様
に
「
宣
命
」
や
柿
本
人
麻
呂
の
長

歌
も
そ
れ
ぞ
れ
別
の
神
話
世
界
を
作
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て

古
代
神
話
の
「
多
元
性
」
を
認
め
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

二
つ
め
は
、
言
語
表
現
に
よ
る
定
位
・
定
立
を
重
視
す
る
作
品
論
的
分
析
が

ま
ず
な
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』

を
出
来
上
が
っ
た
作
品
と
見
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
全
体
構
造
を
捉
え
る
こ
と
が
優

先
さ
れ
る
。
戦
後
の
神
話
研
究
の
主
要
な
潮
流
で
あ
る
成
立
論
的
方
法
は
拒
否

さ
れ
、
記
紀
の
一
部
分
を
材
料
と
し
て
記
紀
以
前
に
遡
る
こ
と
が
拒
否
さ
れ
る
。

総
じ
て
言
え
ば
、
記
紀
を
歴
史
史
料
の
集
合
体
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ

れ
に
独
立
し
た
「
作
品
」
と
し
て
捉
え
よ
う
と
い
う
立
場
と
言
え
よ
う
。

八
コ
メ
ン
ト
Ｖ

神
野
志
隆
光
司
古
代
神
話
の
多
元
性
と
天
皇
の
正
統
性
」
に
つ
い
て

し
か
し
問
題
を
個
別
に
限
定
し
て
、
『
日
本
書
紀
』
の
「
機
軸
」
や
「
コ
ス

モ
ロ
ジ
ー
」
を
ど
う
捉
え
る
か
と
い
う
点
で
は
異
論
が
あ
る
。

神
野
志
氏
は
『
日
本
書
紀
』
は
「
本
文
」
で
理
解
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
。
た

し
か
に
、
「
日
本
書
紀
』
は
成
立
当
初
、
「
一
書
」
の
部
分
は
細
注
（
割
注
）
形

式
で
書
か
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
「
本
文
」
と
「
一
書
」
の

記
紀
を
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
、
独
自
の
論
理
を
持
つ
作
品
と
し
て
と
ら
え
る

視
点
は
、
故
梅
沢
伊
勢
三
の
「
記
紀
批
判
』
な
ど
の
先
駆
的
業
績
が
な
い
で
は

な
い
。
し
か
し
そ
の
場
合
で
も
、
成
立
論
的
傾
向
は
強
く
、
天
皇
の
支
配
を
正

当
化
す
る
言
語
表
現
と
し
て
神
野
志
説
の
よ
う
に
明
確
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
は

い
な
か
っ
た
。

史
料
批
判
の
第
一
歩
と
し
て
な
さ
れ
る
べ
き
は
、
史
料
に
内
在
す
る
論
理
構

造
に
従
っ
て
史
料
を
読
む
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
従
来
や
や
も
す
れ
ば
な
お
ざ

り
に
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
神
野
志
氏
が
そ
の
点
を
方
法
の
問
題
と

し
て
自
覚
的
に
と
り
あ
げ
、
そ
の
結
果
と
し
て
古
代
神
話
の
「
多
元
性
」
を
強

調
し
て
い
る
点
は
、
正
当
に
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

今
後
の
史
料
批
判
の
規
準
と
な
る
も
の
と
考
え
る
。

黒
崎
輝
人
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比
重
が
現
在
の
国
史
大
系
本
や
日
本
古
典
文
学
大
系
本
と
は
異
な
り
、
「
本
文
」

の
方
が
は
る
か
に
重
か
っ
た
こ
と
が
推
定
で
き
る
。
「
日
本
書
紀
』
を
本
文
で

理
解
し
よ
う
と
す
る
神
野
志
氏
の
主
張
も
根
拠
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

だ
が
、
『
日
本
書
紀
』
を
本
文
だ
け
で
理
解
す
る
こ
と
は
正
し
い
の
か
。
『
日

本
書
紀
』
が
本
文
の
他
に
様
々
な
異
伝
を
「
一
言
」
と
し
て
含
む
こ
と
自
体
を

ど
う
考
え
る
か
。
「
日
本
書
紀
』
は
「
一
書
」
を
含
め
て
初
め
て
一
つ
の
「
作

品
」
と
し
て
成
り
立
つ
の
で
あ
っ
て
、
「
本
文
」
の
み
で
「
全
体
把
握
」
は
で

き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
「
一
言
」
を
切
り
捨
て
て
し
ま
っ
て
は
、
「
一
言
」
を
含

む
形
で
作
ら
れ
た
『
日
本
書
紀
』
の
編
者
の
構
想
そ
の
も
の
を
切
り
捨
て
る
こ

と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

ま
た
、
す
で
に
『
古
事
記
』
が
あ
り
な
が
ら
、
改
め
て
『
日
本
書
紀
』
が
作

ら
れ
て
い
る
こ
と
を
ど
う
理
解
す
る
か
。
単
に
推
古
天
皇
以
降
を
書
き
足
す
だ

け
で
は
な
く
、
神
野
志
氏
の
言
う
如
く
完
成
度
の
高
い
『
古
事
記
』
の
「
神
代
」

構
想
を
捨
て
、
．
書
」
羅
列
の
形
で
「
神
代
」
全
体
の
構
想
を
立
て
直
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
は
な
に
か
。

私
見
で
は
、
内
容
以
前
の
、
テ
キ
ス
ト
の
形
式
的
あ
り
方
自
体
の
な
か
に
、

そ
の
理
由
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
結
論
か
ら
述
べ
れ
ば
、

『
日
本
書
紀
』
は
「
作
品
」
と
し
て
の
整
合
性
や
一
貫
性
を
放
棄
し
て
い
る
の

で
は
な
い
か
。

『
日
本
書
紀
』
の
「
本
文
」
の
み
を
繋
ぎ
合
わ
せ
て
み
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る

が
、
そ
こ
に
は
必
要
最
低
限
の
こ
と
し
か
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
物
語
の
体
を

成
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
神
野
志
氏
の
言
う
よ
う
に
「
陰
陽
原
理
」
を
「
機
軸
」

と
し
て
い
る
が
、
『
日
本
書
紀
』
編
者
は
そ
の
「
原
理
」
自
体
に
ど
れ
だ
け
の

重
き
を
置
い
て
い
る
の
か
疑
問
で
あ
る
。

こ
の
事
は
、
『
古
事
記
』
の
よ
う
な
一
貫
し
た
「
機
軸
」
や
「
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
」

に
よ
る
天
皇
の
正
統
性
の
保
証
を
放
棄
し
た
と
こ
ろ
に
「
日
本
書
紀
』
「
神
代
」

の
世
界
が
成
立
し
た
、
と
考
え
る
べ
き
こ
と
を
示
唆
す
る
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
そ
れ
は
七
・
八
世
紀
の
世
界
が
、
一
貫
し
た
神
話
の
み
に

よ
っ
て
は
天
皇
の
正
統
性
を
す
で
に
保
証
し
き
れ
な
く
な
っ
た
世
界
で
あ
る
こ

と
を
も
示
唆
す
る
。
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
様
々
な
形
の
「
機
軸
」
が
構
想
さ
れ

て
、
神
野
志
氏
の
い
う
「
多
元
性
」
が
生
じ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
な

流
れ
の
最
後
に
、
全
て
の
「
機
軸
」
を
「
一
書
」
と
し
て
包
み
込
も
う
と
す
る

『
日
本
書
紀
』
の
「
神
代
」
が
構
想
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
律
令
国

家
の
神
祇
祭
祀
制
度
の
重
層
性
・
包
含
性
と
も
軌
を
一
に
す
る
あ
り
方
で
あ

プ
（
〕
○

神
野
志
氏
の
論
考
を
基
本
的
に
支
持
し
つ
つ
、
『
日
本
書
紀
』
を
『
古
事
記
』

と
同
列
に
捉
え
て
よ
い
の
か
と
い
う
視
点
か
ら
、
私
見
を
述
べ
た
。
歴
史
学
は

変
化
を
追
う
。
そ
の
意
味
で
私
見
は
神
野
志
氏
が
批
判
す
る
成
立
論
の
立
場
を

と
る
。
し
か
し
少
な
く
と
も
「
日
本
書
紀
』
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
私
見
の
よ
う

に
成
立
論
的
視
点
を
加
え
た
方
が
分
か
り
や
す
い
と
思
え
る
の
だ
が
、
如
何
で

あ
ろ
う
か
。

（
江
戸
川
女
子
短
期
大
学
教
授
）
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