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村
岡
は、

「

我
が

国
の

思

想
史
上

頗
る

注

意
す
べ

き、

独
自
の

神
学

的
哲

学
的
思
索
の

試
み
や、

特

殊
の

思
想
的
発
展
の

歴
史
」

を

認
め
、

そ
こ

に

存
在
し

た

思
想
的
発
展
の

可
能
性
を
惜
し
ん

で

い

る
。

　

篤
胤
に

お

け
る

キ

リ
ス

ト
教
の

か
か

る
影
響
に

つ

い

て

は
、

そ
の

後
伊

東

多
三

郎
や

海
老
沢
有
道
ら
に

よ

っ

て

研
究
が

深
め

ら

れ
、

子
安
宣
邦
ら

に

至
る

こ

れ
を

強
調
す
る

研
究
の

流
れ

が
あ
る
一

方
で

、

三

木
正

太
郎
ら

の

よ

う
な
こ

れ
を

強

調
し
な
い

論

者
も
あ
っ

て、

立

場
が

分
か
れ

て

い

る
。

篤
胤
の

死

後
審
判
に

関
す
る

議
論
が

、

『

鬼
神
新
論』
・

『

霊
能
真
柱
』

と
、

「

本
教

外
篇
」

・
『

古
史
伝
』

と
で
、

相
違
が

あ
る
こ

と
が
、

こ

の

立

場
の

違
い

と

関
わ
っ

て

い

る
。

　
と
こ

ろ

が
近

年
、

平
田

家
資
料
の

調
査
に

基
づ

く
宮
地
正
人
や

吉
田

麻

子
の

研
究
が
登

場
し

、

篤
胤
に

お

け
る

西
洋
イ
メ

ー

ジ
の

再
評

価
や、

諸

本
検
討
を
踏
ま
え
た
テ

キ
ス

ト

分
析
の

必

要
性
が

意
識
さ
れ

る

よ

う
に

な

っ

た
。

篤
胤
学
に

お

け
る

キ

リ

ス

ト

教
の

影
響
も、

「

本
教

外
篇
」

の

諸

本
検
討
に

基
づ

い

て

研
究
を

進
め

る

べ

き
段
階
に

あ
る

よ

う
に

思
わ

れ

る
。

　

村
岡
は

ま

た
、

佐
賀

藩
の

南
里

有
隣
も

同

様
の

視

点
か
ら

論
じ
て

い

る
。

福
善
禍
淫
を
認
め
て

来
世
教
的
性

格
を

徹
底
さ

せ
、

ま
た

神
の

愛
を

強
調
し
た

有
隣
説
を、

宗

教
的
発
展
と

し
て

高
く

評
価
す
る

と

と
も
に

、

そ
の

背
後
に

や

は

り
キ

リ

ス

ト

教
思

想
の

影
響
を

見
た

。

そ
の

論

拠
が

「

神
理

十
要
」

に
お

け
る

プ
ロ

テ

ス

タ

ン

ト
教

理
書
『

天
道
溯

源
』

の

受

容
で

あ
る
。

　
そ
の

後、

戦
時
下
の

諸

研
究
は

有
隣
に

お
け
る
キ

リ
ス

ト
教
思
想
の

影

響
を

無
視
し

、

戦
後
の

吉
田
寅
に
よ
る

『

天
道
溯
源
』

受
容
の

実
証
も
有

隣
そ
の

も
の

を

論
じ
た

も
の

で

は

な
か
っ

た
。

長
い

研
究
の

停
滞
を
打
ち

破
っ

た
の

は、

前
田
勉
に

よ
る
、

有
隣
の

記

紀
注
釈
の

紹
介、

ま
た

「

神

理
十
要
」

と

『

天
道
溯
源
』

の

比

較
分

析
　
　
有
隣
に

受
容
で

き
な
か

っ

た

の

が
キ

リ
ス

ト
の

復
活
と

信
仰
義
認
論
で

あ
る

こ

と

が
明
ら

か
に
な
っ

た

　
　
で

あ
る

。

篤
胤

研
究
同
様、

資

料
調
査
に

基
づ

く
テ

キ

ス

ト
分
析

に
よ

っ

て

研
究
の

進
展
が

展
望
さ
れ
て

い

る
の

で

あ
る

。

　
そ
の

点
を
強
調
す
る
べ

く
最
後
に、

こ

れ
ま
で

存
在
が

知
ら

れ
て

こ

な

か
っ

た

有
隣
の

著
作
を

紹
介
し
た

。

堀
秀
成
の

思
想
と

行
動

平
田

派
国
学
者
の

視
点
か

ら

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

小
林
　
威
朗

　

本
発
表
は

明
治
維
新
以

後
、

宣
教
使
・

教
導
職
と

し
て

活
躍
し
た

堀
秀

成
に

つ

い

て
、

特
に

明
治
維

新
以

前
か
ら
の

連
続
性
に
注
意
を

払
い

な

が

ら
、

そ
の

思
想
と

行
動
を
明
ら
か

に
す
る
も
の

で

あ
る

。

　

先
行
研
究
を

概
観
す
る

と
、

ま

ず
膨
大
な
著
書
の

紹
介
す
る

も
の

が

あ

り
、

そ
の

後
河
野
省
三
に

よ
る

著
述
分
類
が
行
わ

れ

て

い

る
。

そ
の

後
の

研
究
は

そ
の

枠
な

い

で

研
究
さ

れ
て

い

る
よ

う
に

思
わ

れ

る

（

例
え
ば
、

講
釈
師
と

し
て

の

側
面、

和

歌
に

依
る

教
化
と

そ
の

内
容）

。

ま
た
近

年
、

錦
仁
に

よ

る

日
記
の

分

析
が
進
め
ら

れ

て
い

る
。

し

か

し
、

い

ず
れ

の

研

究
に

お

い

て

も
常
世
長
胤
が

『

神
教
組
織
物
語
』

に

お

い

て

述
べ

た
「

堀

氏
ハ

稚
キ

時
ヨ

リ

身
持
悪
キ

為
古

河
藩
ヲ

脱
シ

タ

ル

後
ハ

軍
談
ナ
ド
ヲ

セ

シ

人

ナ
レ

バ
、

講
義
ハ

ナ

レ

テ

上

手
ナ
リ
」

と
い

う
評
価
の

影
響
を
強

く

受
け
て

お

り、

こ

の

評

価
自
体
を

問
い

直
し
た

研
究
は

な
い

よ

う
に

思
わ

れ
る

。

ま
た
、

堀
の

思
想
の

根
幹
で

あ
る
と

考
え
ら

れ

る

古
典
解
釈
（
神

道
思

想
）

に

つ

い

て

も
言
及
し
て

い

る

研
究
は

管
見
の

限

り
見
当
た
ら

な

い
。
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そ
こ

で

本
発
表
で

は
、

気
吹
舎
と

そ
の

門
人

（

常
世
以
外）

が
ど

の

よ

う
に

堀
を
評
価
し

て

い

た

か

を
出
発
点
と

し
た

。

気
吹
舎
日
記
中
の

安
政

四

年
六
月
条
に
は
、

堀
が
水
戸
藩
へ

取
立
て

ら

れ
る

際
に
平
田

銕
胤
が

仲

介
し
て

い

た

こ

と

が
記
さ
れ、

そ
の

子
延
胤
は

「

堀
は

篤
学
謹

行
之
学
」

と

評
価
し
た

う
え
で

こ

の

こ

ろ

す
で

に

講
説
の

力
量
も
高
く
評

価
さ
れ
て

い

る

と

し
て

い

る
。

ま
た
安
政
五

年
以

降
と

考
え
ら

れ
る
書
簡
に

は
、

門

人
何
某
が
堀
の

著
作
で

あ
る

『

醜
の

御
楯
』

を

読
み
、

堀
に

興

味
を
持
ち

問
い

合
わ
せ

て

い

る
。

ま
た

『

醜
の

御
楯
』

は

気
吹
舎
門
人
が

待
ち
望
ん

で

い

た
「

武
学

本
論
」

に
先
ん

じ

て

著
さ
れ

た

書
と
映
っ

た
よ

う
で

あ
る

。

　

次
に

堀
の

古

典
解
釈
に
つ

い

て
「

古
伝
顕
幽
考

大
綱
』

か

ら

分
析
し
た

。

彼
は
「

古
伝
」

に

は
「

三
段
ノ

御
依
」

と

「

十
段
ノ

顕
幽
」

が

あ
り

、

そ

れ
は
「

経
」

と
「

緯
」

で

あ
る

と
し
た

。

そ
し
て

こ

の

「

顕
幽
」

の

世

界

観
の

中
で

、

万

物
起
原
を

「

根
国
」

（
地
中）

に

求
め
る

説
を
と
る

。

こ

の

こ

と
は

後
の

宣

教
使
に

お
い

て

教
義
確
立
の

際
に

問

題
と

な
る

。

『

泉
國

所

在
説
略
附

紙
答
』

（
國
學
院
大

學
所
蔵

、

明
治
三

年）

に

は

当
時
宣

教

使
で

あ
っ

た

堀
と

伊
能

穎
則
の

問

答
が

記
さ
れ
て

い

る
。

そ
こ

に

は
ヨ

ミ

は
地

中
で

あ
る

事
を
主

張
す
る

堀
と

、

月
で

あ
る
こ

と
を
主
張

す
る

伊

能

の

対
立
が

記
さ
れ

て

い

る
。

そ
れ
と
同

時
に、

古
典
解
釈
（
神

道
思
想）

か
ら

国
民
を

教
化
し

な

け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い

う
共
通
の

理
念
も

見
出
さ

れ
る

。

　

堀
を

あ
る

種
の

教
育
者
と
し

て

着
目
し

た
研
究
に

岡
田

哲
「

幕
末
の

神

道
講
釈
師
堀
秀
成
」

が

あ
る

。

こ

の

研

究
を
も
と
に

嘉
永
期
の

『

満
奈
肥

廼
則
』

か

ら

分
析
し

た
。

こ

れ

は

富
樫
広
蔭
の

私
塾
言

幸
舎
の

「

学
則
」

を

模
倣
し

た

と

さ
れ

る

が
、

そ

の

附
録
に

は
堀
自
身
の

経
験
か
ら

作
成
し

た

学
問
階

梯
が
示
さ
れ
、

同
学
後
学
の

者
へ

の

道
標
と

し

て

い

る
。

ま
た、

安
政
四

年
『

醜
の

御

楯
』

は、

水
戸
斉
昭
へ

提
出
し
た

武
士
の

心
得
を
書

い

た

も
の

で

あ
る

が
、

そ
の

内
容
に

は
武
士
の

み

な
ら

ず
庶
民
に

い

た

る

ま
で

学
問

を
修
め

る

必

要
を

説
く

。

そ
し

て

明
治
期
の

建

白
書
で

は
、

「

巡
教
諭
使
」

と
い

う
大
宝
元

年
の

明
法
博
士
を

典
拠
と

す
る

使
節
を

設

け、

都
鄙
に
拘
ら

ず
「

御
一

新
」

の

趣
旨
を
理

解
さ
せ

る
べ

き
と

し
た

。

　

以
上
、

堀
秀
成
の

思

想
と

行
動
に
関
し
て、

平
田

派
国
学
者
の

視
点
を

出
発
点
と

し
て

概

観
し
て

き
た

が
、

常
世
の

言

説
以
上
の

も
の

が
示
せ

た

よ

う
に

思
わ
れ
る

。

特
に

講
義
に

関
し
て

「

上

手
」

で

あ
っ

た

の

は、

長

年
に
わ

た
り
講
義
を

継
続
し

て

き
た
か
ら
で

あ

り
、

そ
の

結
果

水
戸
藩
士

の

目
に

と
ま
る

こ

と
と

な
っ

た

と

考
え
る
べ

き
で

あ
ろ

う
。

ま
た、

明
治

二

年
の

建
白
や

宣

教
使
期
の

言
説
は

、

こ

れ
ま
で

平
田

派
の

独
断、

も
し

く
は

平
田
派
と

津
和
野
派
の

対
立
と
し
て

捉
え
ら
れ
が

ち
で

あ
っ

た
明
治

維
新
政
府
に
よ
る

神
祗
・

宗
教
政

策
に

関

す
る

研
究
に

新
た

な

示
唆
を
与

え
て

く
れ
る
も
の

と
思
わ
れ

る
。

宮
地
神
道
と
は

何
で

あ
っ

た

の

か

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

黒
田

　
宗
篤

　
宮
道
東
夫
の

『

玄
学
の

ガ

イ
ド

ラ

イ
ン
』

シ

リ

ー

ズ

（
玉

廼

舎
塾）

が

出
版
さ
れ
て

以
来
、

従
来
の

「

宮
地

神
道
」

や

「

宮
地

神
仙
道
」

と

い

っ

た

概
念
は、

再
検
討
を

要
す
る
も
の

と
な
っ

た
。

こ

れ

ら
の

概
念
は、

友

清
歓

真、

清
水
宗
徳
等
と
い

っ

た

新

興
宗
教
団

体
の

組
織
者
が

、

高
知

県

潮
江
天
満
宮
の

神
主

職
（

宮
司
）

世

襲
家
の

当
主
で

あ
っ

た

宮
地
常
磐、

再
来
（
ヨ

リ
キ
）

父

子
と

高
知
城
内
八

幡

宮
社

家
の

当
主
・

宮
地

嚴
夫
の

三

氏
の

数
あ
る

著
作
の

中
か
ら
特
に

玄
学

研
究
に

注
目

し
て
、

彼
ら
独
自

の

解
釈
を
付
し
た

も
の

に
由
来
す
る

も
の

で

あ

り
、

実
際
の

三

氏
の

思
想
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