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「
神
社
の
い
る
近
代
史
」
の
試
み

山

口

輝

臣

誌
上
講
演

　

た
だ
い
ま
ご
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た
山
口
で
ご
ざ
い
ま
す
。
本

日
は
私
の
よ
う
な
も
の
を
歴
史
あ
る
こ
の
会
へ
と
お
招
き
い
た
だ
き
、

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
ご
出
席
者
の
お
顔
を
拝
見
し
て
お
り
ま

す
と
、
私
に
と
っ
て
先
生
に
あ
た
る
方
々
ま
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し

て
、
そ
の
前
で
話
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
緊
張
し
て
お
り
ま
す
。

　

は
じ
め
に
今
回
の
話
を
い
た
だ
い
た
と
き
、
こ
の
よ
う
な
ご
説
明

が
あ
り
ま
し
た
。
宗
教
学
・
民
俗
学
・
建
築
史
学
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な

分
野
の
方
が
た
に
よ
る
「
近
現
代
の
神
道
・
日
本
文
化
」
の
特
集
号

を
企
画
し
て
い
る
、つ
い
て
は
「
歴
史
学
か
ら
み
た
近
現
代
の
神
道
・

日
本
文
化
」
を
お
願
い
し
た
い
、
と
。
そ
れ
に
対
し
て
私
は
、
お
引

き
受
け
し
ま
す
が
、
題
は
変
更
さ
せ
て
ほ
し
い
と
申
し
ま
し
た
。
な

に
せ
こ
の
ま
ま
の
題
名
で
は
、
ま
る
で
私
が
歴
史
学
を
代
表
し
て
い

る
か
の
よ
う
で
（
笑
）、
ほ
か
の
先
生
方
と
は
違
い
、
私
の
場
合
は

い
か
に
も
荷
が
重
す
ぎ
る
と
、
謙
虚
に
反
省
し
た
次
第
で
す
。
そ
こ

で
別
の
題
目
が
必
要
と
な
り
ま
し
て
、
捻
り
だ
し
た
の
が
、
こ
こ
に

あ
り
ま
す
「『
神
社
の
い
る
近
代
史
』
の
試
み
」
と
な
り
ま
す
。
そ

う
言
わ
れ
て
み
る
と
、
な
ん
と
な
く
気
楽
そ
う
な
題
に
聞
こ
え
て
き

ま
せ
ん
か
？

　

そ
の
経
緯
は
と
に
か
く
と
し
て
、
本
日
は
こ
う
し
た
題
名
で
、
日

本
の
近
代
史
研
究
と
神
社
と
の
か
か
わ
り
の
一
端
に
触
れ
よ
う
と
考

え
て
い
ま
す
。
も
う
少
し
詳
し
く
言
い
ま
す
と
、
日
本
の
近
代
史
で

神
社
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
き
た
の
か
、
あ
る
い
は
扱
わ
れ
て
こ

な
か
っ
た
の
か
。
そ
し
て
そ
の
背
景
に
は
ど
の
よ
う
な
考
え
方
が
存

在
し
て
い
た
の
か
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
私
自
身
が
こ
れ

ま
で
し
て
き
た
研
究
と
対
比
さ
せ
な
が
ら
、
お
話
し
て
み
よ
う
と
思

い
ま
す
。
ど
う
か
最
後
ま
で
お
つ
き
あ
い
く
だ
さ
い
。
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創
建
神
社
と
い
う
不
思
議
さ

　

神
社
と
近
代
と
い
う
時
代
と
の
絡
み
合
い
を
考
え
る
際
、
ひ
と
つ

き
っ
か
け
と
な
る
の
が
創
建
神
社
と
い
う
不
思
議
な
言
葉
で
す
。
こ

れ
は
近
代
に
な
っ
て
創
建
さ
れ
た
神
社
を
指
し
ま
す
。
靖
国
神
社
、

平
安
神
宮
、
明
治
神
宮
な
ど
を
思
い
起
こ
し
て
く
だ
さ
い
。
植
民
地

に
つ
く
ら
れ
た
神
社―
台
湾
神
社
、
朝
鮮
神
宮
な
ど
。
こ
こ
の
と

こ
ろ
す
ぐ
れ
た
研
究
が
相
次
い
で
出
さ
れ
て
い
ま
す―

を
含
め
て

も
良
い
で
し
ょ
う
。
創
建
神
社
と
い
う
言
葉
自
体
、
十
分
に
定
義
さ

れ
た
学
術
用
語
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
ま
た
こ
の
言
葉
に
は
近
代
の

神
社
、
さ
ら
に
は
神
社
一
般
に
対
す
る
あ
る
特
定
の
見
方
が
濃
厚
に

ま
と
わ
り
つ
い
て
い
ま
す
が
、
ひ
と
ま
ず
こ
の
言
葉
を
使
っ
て
話
を

先
に
進
め
る
こ
と
に
し
ま
す
。

　

こ
う
し
た
い
わ
ゆ
る
創
建
神
社
の
な
か
で
、
こ
れ
ま
で
圧
倒
的
に

注
目
さ
れ
て
き
た
の
が
靖
国
神
社
で
あ
る
こ
と
は
、
私
な
ど
が
あ
ら

た
め
て
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
戦
後
の
日
本
に
お
け
る
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
対
決
の
重
要
な
論
点
と
し
て
、「
靖
国
神
社―

政
教
分
離―

国
家
神
道
」
と
で
も
ま
と
め
ら
れ
る
よ
う
な
問
題
系―

い
わ
ゆ
る

「
靖
国
問
題
」―

を
生
ん
だ
こ
と
に
よ
る
の
で
し
ょ
う
。

　

た
だ
戦
前
期
の
神
社
に
対
す
る
国
家
の
態
度
を
鳥
瞰
し
て
み
ま
す

と
、
靖
国
神
社
は
神
社
の
な
か
で
も
相
当
に
例
外
的
な
存
在
と
扱
わ

れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
こ
の
点
も
周
知
の
こ
と
で
す
が
、

内
務
省
が
も
っ
ぱ
ら
取
り
扱
っ
て
い
た
ほ
か
の
神
社
と
は
違
い
、
靖

国
神
社
に
関
し
て
は
、
陸
・
海
軍
省
の
関
与
が
制
度
的
に
認
め
ら
れ

て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
神
社
一
般
に
対
す
る
政
策
と
、「
靖
国
神

社―

招
魂
社
系
」
と
も
呼
び
う
る
も
の
へ
の
そ
れ
と
は
必
ず
し
も
同

じ
方
向
を
示
し
て
い
る
と
は
限
ら
ず
、
と
き
に
は
そ
の
こ
と
が
批
判

さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。「
靖
国
問
題
」
と
は
、
か
つ
て
神
社

と
い
う
枠
組
の
な
か
で
は
む
し
ろ
「
例
外
」
で
あ
っ
た
も
の
を
、
対

立
す
る
当
事
者
相
互
が
「
典
型
」
と
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て

「
問
題
」
と
な
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

　
「
靖
国
問
題
」を
語
り
た
い
と
い
う
人
は
そ
れ
で
も
い
い
の
で
し
ょ

う
。
で
す
が
靖
国
だ
け
が
神
社
な
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
そ
れ

ど
こ
ろ
か
創
建
神
社
の
「
典
型
」
で
あ
る
か
ど
う
か
も
あ
や
し
い
わ

け
で
す
。
す
る
と
、
靖
国
神
社
を
語
り
さ
え
す
れ
ば
、
そ
れ
で
神
社

が
理
解
で
き
る
と
か
、
そ
れ
で
創
建
神
社
が
分
か
る
と
い
う
話
に
は

な
り
ま
せ
ん
。
靖
国
神
社
以
外
に
も
目
を
向
け
る
、
言
い
換
え
ま
す

と
、「
靖
国
問
題
」
か
ら
ひ
と
ま
ず
離
れ
て
み
る
必
要
が
生
じ
て
き

ま
す
。

　

そ
こ
で
私
は
明
治
神
宮
に
目
を
向
け
て
み
ま
し
た
。
そ
の
さ
さ
や

か
な
成
果
は
、『
明
治
神
宮
の
出
現
』
と
い
う
小
さ
な
本
に
ま
と
め

て
あ
り
ま
す
。
タ
イ
ト
ル
か
ら
も
推
察
で
き
ま
す
よ
う
に
、
明
治
神

宮
が
創
建
さ
れ
る
過
程
を
描
い
た
作
品
で
す
。
し
か
し
勘
違
い
し
て

い
た
だ
き
た
く
な
い
の
で
す
が
、
私
は
こ
れ
を
創
建
神
社
の
事
例
研
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究
と
し
て
記
し
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
創
建

神
社
の
個
別
研
究
な
ど
ま
っ
た
く
必
要
な
い
と
断
言
し
ま
す
。
こ
ん

な
こ
と
を
申
し
ま
す
と
誤
解
さ
れ
そ
う
な
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
断
っ

て
お
き
ま
す
が
、
こ
れ
は
例
え
ば
、
湊
川
神
社
の
研
究
な
ど
い
ら
な

い
、
宮
崎
神
宮
を
調
べ
る
な
ど
時
間
の
無
駄
だ
と
い
う
こ
と
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
ま
っ
た
く
そ
れ
と
は
逆
で
す
。
そ
う
し
た
研
究
は
十
分

に
意
義
が
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
を
創
建
神
社
な
ど
と
い
う
胡

散
臭
い
言
い
方
の
一
事
例
研
究
に
貶
め
た
り
し
て
は
い
け
な
い
と
い

う
こ
と
な
の
で
す
。

創
建
神
社
で
は
な
い
神
社
と
は
？

　

い
さ
さ
か
興
奮
し
て
感
情
的
な
表
現
を
口
走
り
ま
し
た
が
、
そ
こ

ま
で
悪
く
は
言
わ
な
く
と
も
、
創
建
神
社
と
い
う
の
が
ど
う
も
据
わ

り
の
悪
い
言
い
回
し
で
あ
る
こ
と
は
、
ど
な
た
も
感
じ
ら
れ
る
と
こ

ろ
で
し
ょ
う
。
だ
っ
て
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
、
近
代
に
神
社
を

創
建
し
た
と
し
て
、
そ
う
し
た
神
社
を
創
建
神
社
と
呼
ん
で
し
ま
う

と
、
そ
れ
以
外
の
神
社
は
ま
る
で
創
建
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
よ
う

に
聞
こ
え
ま
せ
ん
か
？

　

創
建
神
社
で
は
な
い
神
社
が
創
建
さ
れ
な
か
っ
た
な
ど
と
い
う
こ

と
は
な
い
で
し
ょ
う
。
出
雲
大
社
で
あ
れ
宇
佐
神
宮
で
あ
れ
、
や
は

り
ど
こ
か
の
時
点
で
創
建
さ
れ
た
こ
と
に
は
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
と

な
る
と
、
創
建
神
社
以
外
の
神
社
が
創
建
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
の

で
は
な
く
、
あ
た
か
も
創
建
さ
れ
な
か
っ
た
か
の
よ
う
な

0

0

0

0

0

印
象
、
あ

る
い
は
あ
た
か
も
自
然
に
で
き
あ
が
っ
た
か
の
よ
う
な

0

0

0

0

0

思
い
込
み
、

そ
う
い
っ
た
も
の
に
乗
っ
か
る
形
で
、
創
建
神
社
と
い
う
言
い
方
が

よ
う
や
く
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
す
る
と
こ
の
据

わ
り
の
悪
さ
は
、「
自
然
」
と
「
作
為
」
と
か
、「
な
る
」
と
「
す
る
」

と
い
っ
た
言
葉
で
し
ば
し
ば
語
ら
れ
て
き
た
大
問
題
に
ま
で
つ
な
が

る
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
が
、
本
日
は
そ
れ
と

は
別
の
方
向
に
話
を
展
開
し
て
み
ま
す
。

　

創
建
神
社
と
い
う
複
合
語
の
も
う
ひ
と
つ
不
思
議
な
と
こ
ろ
は
、

う
ま
い
対
語
が
見
当
た
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
さ
き
ほ

ど
も
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
創
建
神
社
と
い
う
語
は
、
創
建
か
ど
う

か
で
神
社
を
区
分
す
る
考
え
方
に
基
づ
い
て
い
ま
す
の
で
、
こ
れ
に

よ
る
と
、
神
社
は
、
創
建
神
社
と
そ
れ
以
外
と
に
分
け
ら
れ
ま
す
。

し
か
し
後
者
、
す
な
わ
ち
創
建
神
社
以
外
の
神
社
に
適
当
な
名
称
が

な
い
の
で
す
。
○
○
神
社
と
い
う
ち
ょ
う
ど
良
い
対
語
が
思
い
浮
か

ば
な
い
の
で
す
。
論
理
学
の
基
本
に
た
ち
か
え
っ
て
非
創
建
神
社
と

い
う
言
い
方
を
し
て
も
、
せ
っ
か
く
「
か
の
よ
う
な
」
で
繕
っ
て
お

い
た
ほ
こ
ろ
び
を
解
い
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
駄
目
で
す
。

　

し
か
し
そ
れ
で
も
創
建
神
社
以
外
の
神
社
を
指
す
言
葉
を
少
々
無

理
し
て
挙
げ
れ
ば
こ
ん
な
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。
神
社
、
普
通
の
神

社
、
さ
ら
に
い
う
と
本
来
の
神
社
。
そ
し
て
ま
さ
に
創
建
神
社
の
対

語
を
神
社
と
す
る
ほ
か
な
い
と
い
う
事
態
の
な
か
に
、
神
社
と
近
代



「神社のいる近代史」の試み（山口）�69

と
の
絡
み
合
い
に
つ
い
て
思
考
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
立
ち
ふ
さ
が

る
「
常
識
」
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

創
建
神
社
を
奇
異
と
す
る
「
常
識
」
と
は
？

　

近
代
に
創
建
さ
れ
た
神
社
の
対
語
が
神
社
で
あ
る
と
い
う
不
可
思

議
な
現
象
を
支
え
て
い
る
の
は
な
ん
で
し
ょ
う
か
？　

そ
れ
は
お
そ

ら
く
、
神
社
は
古
い
も
の
だ
、
古
い
も
の
こ
そ
神
社
で
あ
る
、
そ
う

し
た
神
社
が
近
代
な
ど
と
い
う
新
し
い
時
代
に
創
建
さ
れ
る
の
は
ど

う
も
不
思
議
な
こ
と
だ―

こ
う
し
た
考
え
方
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま

す
。「
神
社
と
い
う
古
い
も
の
が
、
近
代
と
い
う
新
し
い
時
代
に
創

建
さ
れ
る
こ
と
を
奇
異
な
も
の
と
す
る
考
え
方
」
と
、
と
り
あ
え
ず

ま
と
め
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

　

神
社
の
な
か
に
古
く
か
ら
の
も
の
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
す
の
で
、

前
段
の
「
神
社
は
古
い
」
と
い
う
印
象
は
そ
う
し
た
神
社
か
ら
導
か

れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
で
き
ま
す
。
し
か
し
「
神
社
が
新
し
い
時

代
に
つ
く
ら
れ
る
の
は
奇
異
で
あ
る
」と
い
う
後
段
は
、神
社
を
ず
っ

と
観
察
し
て
い
れ
ば
お
の
ず
と
導
か
れ
て
く
る
と
い
う
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
神
社
を
近
代
に
つ
く
る
と
い
う
こ
と
を
、
自
ら
が
も
っ

て
い
る
な
ん
ら
か
の
知
識
と
比
較
し
て
は
じ
め
て
、
そ
れ
を
奇
異
だ

と
判
断
で
き
る
わ
け
で
す
か
ら
。

　

す
る
と
考
え
る
べ
き
な
の
は
、
そ
の
知
識
と
は
い
か
な
る
も
の
か

と
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
思
い
切
っ
て
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
か
つ
て
宗

教
的
な
世
界
に
生
き
て
い
た
人
類
は
、
時
代
が
進
み
、
現
在
に
近
づ

い
て
く
る
に
し
た
が
い
、
そ
う
し
た
宗
教
的
な
世
界
か
ら
抜
け
出
し

て
い
く
と
い
う
観
念
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
厳
密
で
学
問
的
な
議
論

と
区
別
す
る
た
め
に
、
こ
の
通
俗
的
な
理
解
に
よ
る
世
俗
化
論
を
、

世
俗
化
さ
れ
た
世
俗
化
論
と
呼
ん
で
お
く
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。
創

建
神
社
と
い
う
言
い
方
を
可
能
と
し
て
い
た
の
は
、
世
俗
化
さ
れ
た

世
俗
化
論
と
い
う
「
常
識
」
で
し
た
。

「
常
識
」
と
「
宗
教
の
い
な
い
近
代
史
」

　

も
う
十
年
以
上
ま
え
の
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
元
日
の
明
治
神
宮

で
初
詣
に
来
た
人
び
と
に
対
し
て
、「
明
治
神
宮
は
い
つ
頃
で
き
た

か
ご
存
じ
で
す
か
」
と
い
う
調
査
な
い
し
試
験
を
す
る
と
い
う
、
実

に
ご
苦
労
な
作
業
を
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。回
答
の
な
か
に
は「
奈

良
時
代
」
な
ど
と
い
う
も
の
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
な
ど
も
合
理
的

に
解
釈
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
明
治
神
宮
の
あ
の
鬱
蒼
と
し
た
森
が
、

「
神
社
は
古
い
」
と
い
う
印
象
や
、
こ
こ
最
近
に
こ
ん
な
大
き
な
神

社
が
つ
く
ら
れ
る
こ
と
な
ど
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
「
常
識
」
と
結
び

つ
い
て
答
え
さ
せ
た
も
の
、
と
解
す
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
も
っ
と
も
こ
の
場
合
、
回
答
者
が
「
奈
良
時
代
」
が
い
か
な
る

も
の
か
皆
目
分
か
っ
て
い
な
い
と
い
う
可
能
性
も
否
定
し
切
れ
ま
せ

ん
が
（
笑
）。

　

ま
た
同
じ
問
い
を
、
東
京
か
ら
ず
っ
と
隔
た
っ
た
九
州
は
福
岡
の
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大
学
生
な
ど
に
投
げ
か
け
て
み
ま
す
と
、
普
通
は
明
治
時
代
と
い
う

答
え
が
一
番
多
い
の
で
す
が
、「
明
治
神
宮
が
明
治
時
代
に
で
き
た

な
ん
て
、
そ
ん
な
簡
単
な
問
題
が
あ
る
わ
け
な
い
」
と
考
え
た
、
賢

い
か
ひ
ね
く
れ
た
か
ど
ち
ら
か
の
学
生
が
、
正
解
を
導
き
出
し
た
り
、

あ
る
い
は
ひ
ね
り
す
ぎ
て
鎌
倉
時
代
な
ど
と
と
ん
で
も
な
い
答
え
を

編
み
出
し
て
き
た
り
し
ま
す
。
鎌
倉
時
代
と
答
え
た
子
の
方
が
、
奈

良
時
代
と
し
た
方
よ
り
も
地
理
感
覚
は
優
れ
て
い
そ
う
で
す
（
笑
）。

も
ち
ろ
ん
、
な
か
に
は
、
明
治
天
皇
と
同
妃
昭
憲
皇
太
后
を
祀
る
明

治
神
宮
は
、
大
正
時
代
に
創
建
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
、
知
識
と
し

て
持
っ
て
い
る
学
生
も
い
る
こ
と
は
い
ま
す
。

　

ま
た
「
由
緒
あ
る
」
な
ど
と
い
う
言
い
方
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
し

た
言
葉
に
似
つ
か
わ
し
い
よ
う
な
神
社
や
寺
院
が
研
究
者
の
協
力
を

得
て
刊
行
し
て
い
る
神
社
史
・
寺
院
史
の
類
を
ひ
も
と
き
ま
す
と
、

巻
の
終
わ
り
の
あ
た
り
に
、
申
し
訳
程
度
の
分
量
で
あ
る
こ
と
が
多

い
の
で
す
が
、
そ
の
神
社
・
寺
院
の
近
代
に
つ
い
て
も
触
れ
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
の
論
述
は
、
そ
ろ
い
も
そ
ろ
っ
て
、

近
代
の
荒
波
に
い
か
に
翻
弄
さ
れ
た
の
か
、
そ
し
て
そ
の
衝
撃
に
い

か
に
耐
え
た
の
か
と
い
っ
た
視
点
か
ら
の
も
の
で
す
。
近
代
は
宗
教

に
と
っ
て
受
難
の
時
代
で
あ
る―

こ
う
い
っ
た
考
え
は
、
一
般
の

人
々
だ
け
で
な
く
、
専
門
家
と
呼
び
う
る
よ
う
な
方
々
の
あ
い
だ
で

も
、
広
く
分
け
持
た
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

こ
う
し
た
例
に
み
ら
れ
る
考
え
が
、
先
に
述
べ
た
世
俗
化
さ
れ
た

世
俗
化
論
と
通
じ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
あ
ら
た
め
て
言
う
ま
で

も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
こ
う
し
た
「
常
識
」
を
、
近
代
に
お
い
て

宗
教
は
周
辺
的
な
存
在
で
あ
る
と
言
い
直
し
て
み
れ
ば
、
近
代
史
に

お
い
て
宗
教
を
扱
う
と
い
う
発
想
が
出
て
き
に
く
い
の
は
当
然
の
こ

と
で
し
ょ
う
。
日
本
近
代
史
に
お
い
て
「
宗
教
の
い
な
い
近
代
史
」

が
再
生
産
さ
れ
て
き
た
背
景
に
は
、
こ
う
し
た
「
常
識
」
が
多
大
な

る
「
貢
献
」
を
し
て
き
ま
し
た
。

「
常
識
」
と
創
建
神
社
を
つ
な
ぐ
国
家
神
道
説

　

し
か
し
一
方
で
は
創
建
神
社
と
い
う
「
常
識
」
に
反
す
る
（
と
み

な
さ
れ
た
）
奇
異
な
る
現
象
が
あ
る
わ
け
で
す
。
一
般
の
人
は
と
も

か
く
、
学
者
た
ち
は
こ
う
し
た
不
整
合
に
つ
い
て
も
そ
れ
な
り
に
思

考
し
て
き
ま
し
た
。

　

戦
前
期
に
お
い
て
神
社
が
国
家
管
理
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
着
目
し
、

そ
う
し
た
仕
組
み
を
国
家
神
道
と
呼
ぶ
学
説
が
あ
り
ま
す
。
国
家
神

道
説
を
分
か
り
や
す
く
は
定
式
化
し
た
の
は
、
村
上
重
良
さ
ん
で
す
。

村
上
さ
ん
の
議
論
は
、
宗
教
的
色
彩
が
薄
く
な
っ
て
い
く
は
ず
の
近

代―

こ
こ
で
「
は
ず
」
の
モ
デ
ル
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
の
が

「
西
洋
近
代
」
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
で
し
ょ
う―

に

お
い
て
、
な
ぜ
神
社
が
、
そ
れ
も
大
規
模
な
神
社
ま
で
も
が
建
て
ら

れ
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
問
い
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
見
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
現
に
村
上
さ
ん
は
創
建
神
社
と
い
う
言
い
方
を



「神社のいる近代史」の試み（山口）�7�

し
ば
し
ば
用
い
ま
し
た
し
、
そ
の
な
か
に
天
皇
・
皇
族
を
祀
る
神
社

が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
、
国
家
神
道
の
重
要
な
一
面
と
し
て

い
ま
し
た
。

　

そ
し
て
日
本
に
お
い
て
は
、
近
代
と
し
て
は
例
外
的
に
宗
教
国
家

が
成
立
し
た
と
村
上
さ
ん
は
考
え
、
創
建
神
社
も
国
家
に
よ
っ
て
つ

く
ら
れ
た
と
解
し
ま
し
た
。
村
上
さ
ん
以
降
の
国
家
神
道
研
究
者
の

な
か
に
近
代
日
本
を
宗
教
国
家
と
規
定
す
る
人
は
ほ
と
ん
ど
お
り
ま

せ
ん
が
、「
近
代
に
神
社
を
創
建
す
る
」
と
い
っ
た
出
来
事
を
、
国

家
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
と
捉
え
、
そ
れ
と
の
絡
み
で
理
解
す
る

と
い
う
点
で
は
ほ
と
ん
ど
一
致
し
て
い
ま
す
。
国
家
と
い
う
ア
ク

タ
ー
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
で
、
あ
か
ら
さ
ま
に
言
え
ば
、
国
家
が
何

ら
か
の
意
図―

統
合
と
い
う
言
葉
が
よ
く
使
わ
れ
ま
す―

を

も
っ
て
、
民
衆
や
国
民
の
意
向
と
は
無
関
係
に
つ
く
っ
て
い
っ
た
と

す
る
こ
と
で
、「
常
識
」
と
の
両
立
を
可
能
に
し
た
議
論
と
言
え
る

で
し
ょ
う
。

　

と
こ
ろ
が
こ
の
国
家
の
主
導
性
を
強
調
す
る
議
論
は
、
少
な
く
と

も
明
治
神
宮
の
場
合
、
額
面
通
り
に
は
支
持
で
き
ま
せ
ん
。
拙
著
で

も
書
き
ま
し
た
の
で
詳
細
は
省
き
ま
す
が
、「
国
民
」
を
称
す
る
実

業
家
を
中
心
と
す
る
人
び
と
が
、
国
家
を
巻
き
込
む
よ
う
な
形
で
、

明
治
神
宮
は
実
現
し
た
の
で
す
。
そ
の
点
を
も
っ
と
も
よ
く
表
す
の

が
外
苑
と
い
う
空
間
の
存
在
で
す
。
外
苑
な
く
し
て
明
治
神
宮
は
あ

り
え
ず
、
国
費
で
な
く
国
民
か
ら
の
献
金
に
よ
っ
て
造
営
さ
れ
た
の

で
し
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
こ
と
も
っ
て
、
明
治
神
宮
創
建
の
過
程
に

お
け
る
国
家
の
役
割
は
小
さ
か
っ
た
と
い
う
結
論
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

た
だ
そ
れ
が
ひ
た
す
ら
国
家
に
よ
っ
て
追
求
さ
れ
、
主
導
さ
れ
た
と

は
言
い
難
い
こ
と
は
容
易
に
納
得
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。

会
社
の
神
社
は
創
建
神
社
か
？

　

ま
た
い
さ
さ
か
話
が
飛
び
ま
す
が
、
会
社
の
神
社
と
か
企
業
の
神

社
と
か
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
近
代
に
神
社
を
つ
く

る
と
い
っ
た
こ
と
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
避
け
て
通
れ
な
い
事
例

で
す
。

　

会
社
の
神
社
と
一
口
に
言
っ
て
も
規
模
だ
け
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
も

の
が
あ
り
ま
す
。
デ
パ
ー
ト
の
屋
上
な
ど
に
鎮
座
し
て
い
る
お
稲
荷

さ
ん
ぐ
ら
い
の
小
さ
な
も
の
。
サ
ッ
ポ
ロ
ビ
ー
ル
の
工
場―

起
源

は
開
拓
使
麦
酒
醸
造
所
。
そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
は
、
現
在
、
再
開
発

の
結
果
、
サ
ッ
ポ
ロ
・
フ
ァ
ク
ト
リ
ー
と
い
う
名
前
で
観
光
名
所
に

も
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
行
か
れ
た
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん―

の
ご
と
く
、
札
幌
神
社
（
現
在
の
北
海
道
神
宮
）
に
祀
ら

れ
る
開
拓
三
神
を
分
霊
し
て
も
ら
っ
て
成
立
し
た
中
位
の
も
の
。
さ

ら
に
大
き
い
も
の
で
は
、
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
も
の
敷
地
を
有
し
、
現
在

で
は
花
見
の
名
所
と
し
て
も
知
ら
れ
る
三
菱
グ
ル
ー
プ
の
土
佐
稲
荷

神
社―
創
業
者
・
岩
崎
弥
太
郎
が
、
出
身
地
土
佐
の
藩
邸
を
購
入

し
、
そ
こ
に
祀
ら
れ
て
い
た
稲
荷
を
受
け
継
い
だ
も
の
。
大
阪
市
西
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区
に
あ
り
ま
す―

が
有
名
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
れ
ら
会
社
の
神
社
に
つ
い
て
は
、
家
族
経
営
を
主
体
と
し
て
い

た
財
閥
な
ど
を
モ
デ
ル
に
、
家
の
神
の
延
長
と
し
て
捉
え
る
な
ど
、

い
く
つ
か
の
見
方
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
い
ず
れ
に
し
ろ
、
会
社
と
い

う
い
わ
ゆ
る
近
代
的
な
、
し
か
も
国
家
と
は
セ
ク
タ
ー
を
異
に
す
る

組
織
を
単
位
と
し
た
神
社
が
、
少
な
か
ら
ぬ
数
、
存
在
す
る
こ
と
は

厳
然
た
る
事
実
で
す
。
こ
う
い
っ
た
神
社
が
近
代
に
創
建
さ
れ
た
こ

と
を
、「
国
家
」
を
介
在
さ
せ
る
だ
け
で
は
理
解
で
き
な
い
こ
と
は
、

明
ら
か
で
し
ょ
う
。
ま
し
て
会
社
の
神
社
が
本
格
的
に
開
花
す
る
の

は
会
社
を
中
心
と
す
る
社
会
編
成
が
定
着
し
た
二
十
世
紀
後
半
、
そ

う
で
す
、
一
般
的
な
理
解
か
ら
す
る
と
、
国
家
神
道
が
崩
壊
し
た
あ

と
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
か
ら
。
な
お
、
創
建
神
社
と
い
う
言

葉
を
使
う
人
た
ち
が
、
そ
こ
に
会
社
の
神
社
が
含
ま
せ
る
こ
と
は
ま

ず
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
創
建
神
社
と
い
う
言
葉
は
近
代
に
創
建
さ

れ
た
神
社
す
べ
て
を
含
む
も
の
で
も
な
い
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
き
ま
す
と
、
近
代
に
神
社
を
創
建
す
る
と
い
う

こ
と
に
対
す
る
「
常
識
」
か
ら
す
る
不
可
思
議
さ
に
つ
い
て
、
そ
れ

を
国
家
と
い
う
も
の
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
で
説
明
し
よ
う
と
い
う
試

み―

そ
の
中
心
が
国
家
神
道
説
に
な
り
ま
す―

に
は
、
か
な
り

の
無
理
が
あ
り
そ
う
で
す
。
そ
れ
で
は
、
今
後
の
研
究
課
題
は
、「
常

識
」
と
そ
れ
と
は
不
整
合
な
事
実
と
の
あ
い
だ
架
橋
す
る
も
の
を
国

家
以
外
に
見
出
し
て
、
そ
れ
を
軸
と
し
た
議
論
を
新
た
に
提
示
す
る

こ
と
と
な
る
の
で
し
ょ
う
か
？

「
常
識
」
と
神
社
非
宗
教
論

　

実
は
こ
れ
ま
で
ひ
と
つ
置
い
て
き
た
問
題
が
あ
り
ま
す
。
さ
き
ほ

ど
、
時
代
が
下
る
に
し
た
が
っ
て
宗
教
的
な
も
の
が
占
め
る
比
重
が

縮
減
し
て
い
く
と
い
う
「
常
識
」
的
な
考
え
を
、
世
俗
化
さ
れ
た
世

俗
化
論
と
呼
び
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
戦
前
期
の
神
社
を
対
象
と
す
る

場
合
、
も
う
少
し
複
雑
な
様
相
を
呈
し
て
き
ま
す
。
そ
う
で
す
、
戦

前
期
に
お
い
て
、
神
社
は
宗
教
で
は
な
い
と
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
す
。

神
社
非
宗
教
論
と
い
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
神
社
が
宗
教
で
な
い
と
す

れ
ば
、
神
社
と
宗
教
的
要
素
の
減
少
と
い
う
傾
向
と
は
ど
の
よ
う
な

関
係
に
あ
る
の
か
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
問
題
と
な
っ
て
く
る
で

し
ょ
う
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
ほ
と
ん
ど
考
慮
し
な
い
と
い
う
の
が
、
多
く

の
研
究
者
に
見
ら
れ
る
態
度
の
よ
う
で
す
。
神
社
が
宗
教
で
な
い
と

い
う
こ
と
は
、
現
在
の
感
覚
か
ら
い
っ
て
、
お
い
そ
れ
と
は
賛
成
し

に
く
い
で
し
ょ
う
し
、
神
社
が
宗
教
で
な
い
と
主
張
す
る
研
究
者
も
、

今
日
で
は
ほ
と
ん
ど
見
当
た
り
ま
せ
ん
。
こ
う
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、

神
社
は
宗
教
に
あ
ら
ず
と
い
う
命
題
は
、
本
気
で
考
察
す
る
に
値
し

な
い
も
の
と
さ
れ
、
こ
れ
は
政
府
が
神
社
を
優
遇
す
る
た
め
に
編
み

出
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
過
ぎ
な
い
な
ど
と
、
糾
弾
さ
れ
る
こ
と
も

少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
も
う
少
し
温
和
に
表
現
す
る
と
、
当
時
ど
う
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思
わ
れ
て
い
よ
う
と
、
神
社
は
宗
教
学
的
に
は
宗
教
で
あ
る
こ
と
は

間
違
い
な
く
、
そ
う
で
あ
る
以
上
、
当
然
に
世
俗
化
の
対
象
に
な
る

も
の
だ
、
と
い
う
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
れ
が
整
合
性
を
持
っ
た
ひ
と
つ
の
立
場
で
あ
る
こ
と
は
私
自
身

否
定
し
ま
せ
ん
。
た
だ
、
神
社
非
宗
教
論
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て

糾
弾
す
る
よ
う
な
も
の
は
も
ち
ろ
ん
、
も
う
少
し
穏
当
に
宗
教
学
を

持
ち
出
し
て
く
る
よ
う
な
も
の
に
対
し
て
も
、
ど
う
し
て
も
、
下
手

な
た
と
え
で
恐
縮
で
す
が
、
畳
の
部
屋
に
土
足
で
入
っ
て
い
く
よ
う

な
感
じ
が
拭
え
な
い
の
で
す
。

神
社
非
宗
教
論
と
宗
教
学

　

例
え
ば
こ
う
い
う
こ
と
で
す
。
神
社
が
宗
教
で
な
い
と
い
う
言
い

方
は
、
少
し
調
べ
て
み
る
と
、
十
九
世
紀
後
半
の
日
本
に
お
い
て
は

特
殊
な
も
の
で
も
な
ん
で
も
な
く
、
広
く
見
ら
れ
る
も
の
で
す
。
そ

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
人
物
の
な
か
に
は
、
福
沢
諭
吉
や
井
上
毅
を

は
じ
め
と
し
た
大
知
識
人
、
神
職
や
仏
教
者
、
果
て
は
宣
教
師
ま
で

含
み
ま
す
。
こ
の
点
だ
け
で
も
、
神
社
非
宗
教
論
は
政
府
に
よ
る
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
断
罪
が
成
り
立
た
な
い
こ
と
は
明

ら
か
と
な
り
ま
す
。

　

し
か
し
む
し
ろ
こ
こ
で
問
題
と
し
た
い
の
は
、
福
沢
を
は
じ
め
と

し
た
数
多
く
の
同
時
代
の
人
び
と
の
発
言
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
れ
ら
に
は
頓
着
す
る
こ
と
な
く
、
神
社
を
宗
教
と
し
て
分
析
を
加

え
て
い
く
研
究
者
の
根
拠
は
な
に
か
と
い
う
点
に
あ
り
ま
す
。
宗
教

学
的
に
は
宗
教
で
あ
る
か
ら―

煎
じ
詰
め
れ
ば
そ
う
な
る
の
で

し
ょ
う
。

　

宗
教
学
的
に
宗
教
で
あ
る
と
し
て
神
社
に
論
及
し
て
い
け
ば
、
確

か
に
そ
う
す
る
当
人
は
安
心
な
こ
と
で
し
ょ
う
。
な
に
せ
こ
れ
ま
で

研
ぎ
澄
ま
さ
れ
て
き
た
宗
教
学
上
の
概
念
が
そ
の
ま
ま
分
析
に
使
え

る
の
で
す
か
ら
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
福
沢
の
言
葉
に
耳
を

傾
け
ず
、
井
上
毅
の
思
索
を
蔑
な
い
が
しろ
に
し
て
よ
い
と
は
私
に
は
到
底
思

え
な
い
の
で
す
。
私
が
そ
う
言
う
の
は
、
ひ
と
つ
に
は
、
同
時
代
の

言
葉
な
ど
無
視
し
て
も
構
わ
な
い
と
す
る
そ
の
態
度
に
、
そ
れ
こ
そ

一
昔
前
の
歴
史
家
が
さ
か
ん
に
使
用
し
て
い
た
時
代
的
な
「
限
界
」

や
「
制
約
」
と
い
っ
た
物
言
い
と
同
様
な
不
遜
さ
を
感
じ
て
し
ま
う

か
ら
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
そ
う
し
た
不
遜
と
見
紛
う

ば
か
り
の
大
胆
さ
に
よ
っ
て
は
表
象
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
、
す

な
わ
ち
十
九
世
紀
後
半
の
日
本
に
お
い
て
、
神
社
は
宗
教
で
は
な
い

と
い
う
見
解
が
広
く
共
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
考
え
る
方
が
、

そ
の
時
代
を
理
解
す
る
上
で
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
現
在
の
地
点
か

ら
振
り
返
っ
て
も
、
よ
っ
ぽ
ど
重
要
な
こ
と
を
示
唆
し
て
く
れ
る
よ

う
に
思
え
て
な
ら
な
い
の
で
す
。
そ
れ
に
よ
り
心
の
平
静
が
得
ら
れ

る
こ
と
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
も
そ
も
そ
う
し
た
も

の
を
求
め
る
べ
き
だ
と
も
思
え
な
い
の
で
す
。
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神
社
非
宗
教
論
か
ら
神
社
宗
教
論
へ

　

十
九
世
紀
後
半
の
日
本
に
お
い
て
、
神
社
は
宗
教
で
は
な
い
と
い

う
見
解
が
広
く
共
有
さ
れ
て
い
た
と
い
う
一
見
す
る
と
こ
れ
ま
た
奇

異
に
思
え
る
事
態
を
ど
う
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
？　

こ
れ
に

つ
い
て
、
不
遜
さ
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
て
か
え
っ
て
謙
虚
に
過
ぎ
る

と
い
う
印
象
を
受
け
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
う
考
え
て
見

ま
す
。
当
時
に
お
い
て
、
そ
う
し
た
命
題
に
十
分
な
説
得
力―

―

こ

れ
が
何
で
あ
る
か
は
厄
介
な
点
で
は
あ
り
ま
す
が―

―

が
あ
っ
た
、

と
。
福
沢
や
井
上
毅
と
い
っ
た
巨
人
た
ち
も
こ
れ
を
是
と
し
て
い
る

と
い
う
点
な
ど
も
踏
ま
え
る
と
、
そ
う
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
が
実

情
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

す
る
と
、
神
社
は
宗
教
で
は
な
い
と
い
う
こ
の
シ
ン
プ
ル
な
命
題

に
お
い
て
、
こ
れ
が
説
得
力
を
持
ち
う
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
神
社

な
い
し
宗
教
に
つ
い
て
の
観
念
が
、
そ
の
程
度
は
と
も
か
く
も
、
現

在
の
も
の
と
異
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
の
が
、
も
っ
と
も
素
直
な
解

釈
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
神
社
と
宗
教
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ

れ
見
て
い
く
と
、
そ
の
度
合
が
圧
倒
的
に
大
き
い
の
が
宗
教
の
方
で

あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
き
ま
す
。
こ
の
あ
た
り
の
事
情
は
『
明
治
国

家
と
宗
教
』
と
い
う
本
に
記
し
ま
し
た
が
、
簡
単
に
ま
と
め
て
お
く

と
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

主
にreligion

の
訳
語
と
し
て
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
宗
教

と
い
う
言
葉
は
、
明
治
十
年
代
に
定
着
し
て
い
き
ま
す
が
、
そ
こ
で

の
宗
教
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
の
対
比
・
比
較
・
競
争
を
通

じ
て
造
形
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
両
者
に
共
通
の
性
質―

教

義
が
あ
り
、
信
者
が
あ
っ
て
な
ど―

が
す
な
わ
ち
宗
教
に
特
有
の

性
質
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
こ
う
し
た
も
の
と
し
て
宗
教
が

考
え
ら
れ
て
い
た
た
め
、
神
社
は
宗
教
に
あ
ら
ず
と
い
う
言
い
方
が

説
得
力
を
持
っ
た―

こ
こ
ま
で
単
純
化
す
る
の
も
ど
う
か
と
は
思

い
ま
す
が
、
と
り
あ
え
ず
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で

し
ょ
う
。
ま
た
神
社
以
外
に
も
、
例
え
ば
儒
教
・
儒
学
の
よ
う
な
も

の
が
宗
教
と
見
な
さ
れ
な
い―

こ
れ
は
類
比
的
に
言
え
ば
、
儒
教

非
宗
教
説
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
か―

と
い
っ
た
こ
と
な
ど

も
、
同
様
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
す
。
詰
ま
る
と
こ
ろ
、

宗
教
と
そ
れ
以
外
と
に
分
け
る
基
準
が
現
在
と
は
大
き
く
異
な
っ
て

い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。

　

な
お
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
儒
教
に
つ
い
て
は
置
い
て
お
く

と
し
て
、
神
社
に
関
し
て
い
う
と
、
そ
う
し
た
十
九
世
紀
後
半
の
状

況
と
、
神
社
が
宗
教
で
あ
る
の
は
当
然
と
す
る
二
十
一
世
紀
初
頭
の

今
日
と
の
あ
い
だ
に
、
な
ん
ら
か
の
変
化
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。
こ
の
変
化
を
も
た
ら
し
た
も
の
が
ほ
か
で
も
な
い
宗

教
学
で
す
。
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
を
中
心
と
す
る
宗
教
像
を
批
判

し
、
個
人
の
信
仰
を
核
に
宗
教
を
理
解
し
て
い
っ
た
宗
教
学―

こ

れ
は
十
九
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
へ
と
転
換
す
る
前
後
に
成
立
し
、
潮
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風
・
姉
崎
正
治
や
加
藤
玄
智
な
ど
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
ま
す―

よ

り
以
降
、
個
人
の
内
な
る
信
仰
の
遍
在
と
い
う
議
論
を
介
し
、
む
し

ろ
宗
教
の
領
域
は
拡
張
さ
れ
て
い
き
、
神
社
も
文
句
な
く
宗
教
と
さ

れ
る
に
至
る
の
で
す
。
こ
う
し
て
神
社
は
宗
教
学
的
に
宗
教
と
な
っ

て
い
っ
た
の
で
す
。

　

こ
こ
で
述
べ
た
よ
う
な
見
方
は
、
そ
う
贔
屓
目
で
な
く
、
徐
々
に

受
け
容
れ
ら
れ
つ
つ
あ
る
よ
う
に
感
じ
て
い
ま
す
。
私
な
ど
か
ら
す

る
と
大
先
輩
に
あ
た
る
よ
う
な
研
究
者
の
な
か
に
も
、
宗
教
概
念
の

生
成
な
ど
か
ら
は
じ
め
て
国
家
神
道
を
説
明
す
る
方
が
出
て
こ
ら
れ

た
り
し
て
い
る
ほ
ど
で
す
か
ら
。
し
か
し
そ
う
し
た
説
明
も
、
本
論

へ
と
入
っ
て
い
く
と
、
な
ぜ
か
い
つ
の
ま
に
か
神
社
は
宗
教
で
あ
る

も
の
と
し
て
議
論
が
進
ん
で
い
き
ま
す
。
あ
た
か
も
自
分
だ
け
は
、

歴
史
か
ら
超
然
と
し
て
的
確
な
宗
教
概
念
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
考
え
ら
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
の
よ
う
に
。

「
常
識
」
の
再
考
と
「
宗
教
の
い
な
い
近
代
史
」

　

創
建
神
社
か
ら
は
随
分
と
遠
い
と
こ
ろ
ま
で
来
て
し
ま
い
ま
し
た

の
で
、
こ
こ
ら
で
話
を
も
う
一
度
戻
し
ま
し
ょ
う
。

　

近
代
に
神
社
を
創
建
す
る
こ
と
と
、
世
俗
化
さ
れ
た
世
俗
化
論
と

い
う
「
常
識
」
と
の
不
整
合
に
つ
い
て
、
国
家
を
介
在
さ
せ
る
こ
と

で
説
明
し
よ
う
と
い
う
試
み―

国
家
神
道
説―

に
は
、
か
な
り

の
無
理
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
す
で
に
お
話
し
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら

さ
ら
に
議
論
を
推
し
進
め
、
宗
教
と
い
う
観
念
の
生
成
に
ま
で
遡
っ

た
結
果
、
ど
う
や
ら
「
常
識
」
と
そ
れ
と
は
不
整
合
な
事
実
と
の
あ

い
だ
を
架
橋
す
る
必
要
な
ど
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
す
。

そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
、
そ
う
し
た
事
態
を
不
整
合
と
感
じ
さ
せ
る
よ

う
な
「
常
識
」、
モ
ダ
ン
な
神
社
を
ど
う
も
あ
や
し
い
と
感
じ
る
そ

の
「
常
識
」
を
再
考
す
べ
き
な
の
で
す
。

　

世
俗
化
論
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
い
ろ
い
ろ
と
批
判
的
吟
味
が
な

さ
れ
て
い
ま
す
。
特
に
日
本
を
対
象
と
し
た
研
究
に
お
い
て
は
、
も

ち
ろ
ん
そ
れ
を
批
判
的
に
摂
取
し
て
、
日
本
へ
と
適
用
し
よ
う
と
い

う
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、
む
し
ろ
そ
う
し
た
概
念
を
用
い
る

こ
と
へ
躊
躇
を
見
せ
る
研
究
者
の
方
が
多
数
で
す
。
さ
ら
に
そ
う
し

た
論
者
が
返
す
刀
で
、
世
俗
化
と
は
特
殊
西
洋
的
な
現
象
で
あ
る
と

発
言
す
る
こ
と
す
ら
あ
り
ま
す
。

　

こ
う
し
た
議
論
か
ら
分
か
る
の
は
、
ど
う
や
ら
世
俗
化
論
を
宗
教

と
い
う
観
念
を
軸
に
構
成
す
る
場
合
、
宗
教
と
い
う
観
念
が
、
あ
ま

り
適
当
な
言
葉
で
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、「
自
生
」
し
て
い

た
と
こ
ろ
と
、
そ
う
で
な
い
と
こ
ろ
と
で
は
、
様
相
が
大
き
く
異
な

る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
後
者
の
一
例
で
あ
る
日
本
の
よ
う
に
、

近
代
と
呼
ば
れ
る
時
代
に
な
っ
て
宗
教
と
い
う
観
念
で
考
え
る
よ
う

に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
は
、
近
代
こ
そ
が
宗
教
の
時
代
で
あ
る
と
い
う

像
す
ら
描
け
る
の
で
す
。
も
っ
と
もreligion

そ
の
も
の
に
つ
い
て

同
じ
よ
う
な
作
業
を
行
っ
て
い
け
ば
、
こ
れ
ま
た
さ
ら
に
違
っ
た
展
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開
へ
と
導
い
て
く
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
は
い
ま
の
私
の

手
に
は
余
り
ま
す
。

　

ま
た
厳
密
な
世
俗
化
論
と
は
少
し
異
な
る
次
元
の
問
題
と
し
て
、

世
俗
化
さ
れ
た
世
俗
化
論
と
い
う
「
常
識
」
の
影
響
力
へ
も
注
意
を

促
し
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
。
国
家
神
道
説
が
こ
う
し
た
「
常
識
」
と

実
際
の
現
象
と
の
あ
い
だ
に
整
合
性
を
持
た
せ
よ
う
と
い
う
試
み
で

あ
っ
た
と
す
れ
ば
、「
宗
教
の
い
な
い
近
代
史
」
は
、
い
わ
ば
そ
う

し
た
「
常
識
」
へ
そ
の
ま
ま
も
た
れ
か
か
る
形
で
、
す
な
わ
ち
近
代

に
お
い
て
宗
教
な
ど
周
辺
的
な
存
在
に
す
ぎ
な
い
の
だ
か
ら
強
い
て

触
れ
る
必
要
な
ど
な
い
と
い
う
「
常
識
」
に
依
拠
す
る
恰
好
で
存
在

し
て
き
た
と
い
え
ま
す
。
ま
た
こ
れ
に
日
本
人
の
非
宗
教
性
あ
る
い

は
無
宗
教
性
と
い
っ
た
議
論
が
合
わ
さ
っ
た
り
す
る
こ
と
に
よ
り
、

「
宗
教
の
い
な
い
近
代
史
」
の
基
盤
は
さ
ら
に
強
固
な
も
の
と
な
る

の
で
す
。
も
っ
と
も
、
世
俗
化
と
い
う
時
系
列
に
従
っ
て
変
化
し
て

い
く
と
す
る
考
え
方
と
、
日
本
人
の
非
宗
教
性
あ
る
い
は
無
宗
教
性

と
い
っ
た
超
時
間
的
な
議
論
と
は
、
論
理
的
に
は
結
び
付
き
に
く
い

は
ず
で
す
が
、
政
治
文
化
論
な
ど
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
が
前
提
と
さ

れ
て
い
る
こ
と
は
よ
く
見
ら
れ
ま
す
。

　

た
だ
し
、
日
本
人
の
無
宗
教
性
と
い
っ
た
説
に
対
し
、
宗
教
学
者

が
与
す
る
こ
と
は
ま
ず
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
人
が
無
宗
教
と
い
う
の

は
、
仏
教
や
キ
リ
ス
ト
教
と
い
っ
た
成
立
宗
教
を
中
心
と
し
た
狭
い

宗
教
観
を
前
提
と
し
て
の
こ
と
で
あ
り
、
自
然
宗
教
や
民
俗
宗
教
と

い
っ
た
も
の
ま
で
含
め
て
考
え
れ
ば
、
日
本
人
が
無
宗
教
で
あ
る
と

は
い
え
な
い―

こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
ら
で
す
。
た
だ
こ
こ

で
付
け
加
え
て
お
き
た
い
の
は
、
通
俗
的
な
「
常
識
」
に
対
す
る
こ

う
し
た
宗
教
学
者
た
ち
に
よ
る
批
判
は
、
ち
ょ
う
ど
神
社
非
宗
教
論

に
対
す
る
そ
れ
と
同
じ
模
様
を
描
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
す

な
わ
ち
世
間
で
な
ん
と
言
お
う
と
、
宗
教
学
的
に
は
宗
教
で
あ
る
か

ら
…
…
と
い
う
構
図
で
す
。
宗
教
学
者
は
、
早
く
二
十
世
紀
初
頭
か

ら
こ
の
「
常
識
」
に
向
か
っ
て
、
全
く
同
じ
構
図
に
よ
る
批
判
を
展

開
し
て
い
ま
し
た
。が
、そ
の
効
果
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

「
神
社
の
い
る
近
代
史
」
の
時
代
？

　

ま
た
話
が
ず
れ
ま
し
た
。
も
う
一
度
戻
り
ま
す
。
世
俗
化
さ
れ
た

世
俗
化
論
に
よ
る
「
常
識
」
そ
の
も
の
が
も
は
や
安
定
し
て
い
る
と

は
い
え
な
い
以
上
、「
宗
教
の
い
な
い
近
代
史
」
も
安
泰
で
は
な
く
、

の
ん
び
り
し
て
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
日
本
近
代
史
研
究
も
大
変
な
時

代
に
入
っ
た
も
の
で
す
。

　

た
だ
し
、
急
い
で
付
け
加
え
て
お
き
ま
す
が
、
だ
か
ら
「
宗
教
の

い
る
近
代
史
」が
大
切
な
の
だ
、こ
れ
か
ら
は「
宗
教
の
い
る
近
代
史
」

の
時
代
だ
、
近
代
史
よ
、
宗
教
を
取
り
上
げ
よ
、
と
は
な
り
ま
せ
ん
。

世
界
各
地
の
宗
教
紛
争
を
理
由
に
持
っ
て
き
た
り
、
あ
る
い
は
オ
ウ

ム
真
理
教
の
事
件
を
引
っ
張
っ
て
き
た
り
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
ら

が
そ
の
ま
ま
宗
教
の
重
要
性
を
示
し
、
そ
れ
故
に
「
宗
教
の
い
る
近
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代
史
」
が
大
事
だ
と
い
う
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
い
ま
ま

で
く
だ
く
だ
し
く
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
お
お
よ
そ
お
分
か
り
に
な

ら
れ
た
で
し
ょ
う
。

　

宗
教
な
る
も
の
が
重
要
だ
っ
た
の
か
ど
う
か
？

　

な
ぜ
重
要
と
さ
れ
た
り
さ
れ
な
か
っ
た
り
す
る
の
か
？

　

宗
教
の
領
分
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
？

　

そ
も
そ
も
そ
ん
な
も
の
な
ど
存
在
す
る
の
か
？

　

そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
考
え
て
い
く
こ
と
こ
そ
大
切
な
の
で
あ

り
、
そ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
、「
宗
教
の
い
る
近
代
史
」
が
あ
っ

て
も
よ
い
と
い
う
だ
け
な
の
で
す
。
同
様
の
こ
と
は
、
宗
教
と
対
に

な
っ
て
造
形
さ
れ
て
い
っ
た
神
社
に
つ
い
て
も
、
そ
し
て
「
神
社
の

い
る
近
代
史
」
に
つ
い
て
も
言
え
る
で
し
ょ
う
。「
神
社
の
い
る
近

代
史
」の
試
み
は
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
あ
り
、そ
し
て
ま
た
あ
っ

て
よ
い
の
で
す
。

　

す
で
に
与
え
ら
れ
た
時
間
を
超
過
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。「
神
社

の
い
る
近
代
史
」
が
実
に
謙
虚
な
試
み
で
あ
っ
て
、
そ
し
て
そ
の
試

み
が
さ
ま
ざ
ま
な
思
索
の
材
料
を
提
供
し
て
く
れ
そ
う
だ
と
い
う
印

象
を
皆
様
に
お
持
ち
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
な
ら
ば
、
私
と

し
て
は
う
れ
し
い
限
り
で
す
。
ご
静
聴
、
心
よ
り
感
謝
い
た
し
ま
す
。

（
九
州
大
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究
院
助
教
授
）


