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柳
田
國
男
の
神
道
研
究

茂

木
　

栄

は
じ
め
に

　

明
治
以
降
、
戦
前
ま
で
の
神
社
神
道
は
、
国
家
の
宗
祀
と
さ
れ
、

特
殊
な
状
況
を
呈
し
て
き
た
。

　

伝
統
的
な
日
本
の
集
落
の
一
般
的
な
風
景
は
、
集
落
の
背
後
に
は

山
が
あ
り
、
山
宮
も
し
く
は
奥
宮
が
祀
ら
れ
て
い
た
。
山
の
水
源
か

ら
流
れ
出
る
水
は
集
落
の
水
田
を
潤
し
、
水
田
に
は
田
宮
が
祀
ら
れ
、

家
並
み
は
往
還
（
街
道
）
を
挟
ん
で
発
達
し
、
往
還
か
ら
直
角
に
山

に
向
か
っ
て
参
道
が
延
び
て
い
る
。
参
道
の
奥
に
い
わ
ゆ
る
鎮
守
の

森
が
あ
り
、
神
様
が
鎮
ま
っ
て
い
る
里
宮
が
あ
る
。
山
宮
、
里
宮
・

田
宮
と
い
う
垂
直
の
方
向
性
と
集
落
を
貫
く
往
還
の
水
平
の
方
向
性

が
あ
り
、
神
社
は
背
後
の
広
大
な
神
体
山
と
広
い
神
社
境
内
地
、
神

田
を
含
む
神
社
の
耕
作
地
を
持
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
神
社
は
点
で
は

な
く
面
で
存
在
し
て
い
た
。

　

明
治
政
府
が
目
を
付
け
た
の
は
、
神
社
の
広
大
な
社
有
地
だ
っ
た
。

明
治
四
年
一
月
五
日
付
、
社
寺
領
上
知
令
の
太
政
官
布
告
が
出
さ
れ

る
。
同
年
五
月
十
四
日
神
社
は
す
べ
て
国
家
の
宗
祀
た
る
と
し
、
世

襲
神
職
を
廃
止
し
以
後
は
精
選
補
任
と
し
た
。
同
年
七
月
四
日
付
け
、

神
社
の
本
社
建
物
以
外
を
上
地
さ
せ
る
旨
の
太
政
官
布
告
が
だ
さ
れ
、

本
社
建
物
の
雨
だ
れ
の
落
ち
る
範
囲
の
境
内
地
以
外
は
国
有
地
と
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
こ
れ
ま
で
一
〇
〇
〇
年
以
上
の
長
き

に
亘
っ
て
、
神
社
を
守
っ
て
き
た
社
家
が
廃
さ
れ
、
地
方
の
有
力
大

社
に
は
地
方
の
名
士
が
国
家
公
務
員
と
し
て
宮
司
に
就
任
す
る
例
が

多
か
っ
た
。

　

阪
本
是
丸
氏
は
憤
り
を
込
め
て
述
べ
て
い
る
。

　

明
治
四
年
の
社
寺
領
上
知
に
よ
っ
て
、
神
社
は
広
大
な
自
然
環
境

を
一
挙
に
失
っ
た
。
今
で
こ
そ
神
社
と
い
え
ば
社
殿
と
参
道
を
囲
む

「
現
有
境
内
地
」
と
い
う
観
念
が
一
般
化
し
て
い
る
が
、
上
知
令
以

前
の
神
社
の
「
境
内
」
と
は
も
っ
と
概
念
の
広
い
も
の
で
あ
っ
た
の

だ
。
山
林
や
田
畑
が
あ
り
、
小
川
が
流
れ
、
そ
こ
で
人
間
は
神
々
と
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共
に
生
き
て
き
た
。
だ
が
、
神
を
も
恐
れ
ぬ
官
僚
た
ち
は
、
神
社
の

境
内
地
を
他
の
封
建
的
土
地
所
有
と
同
一
視
し
、
社
殿
が
納
ま
る
だ

け
の
境
内
地
が
あ
れ
ば
充
分
で
あ
る
と
い
っ
て
、
他
の
一
切
の
境
内

地
（
山
林
・
田
畑
等
）
を
強
制
的
に
公
収
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

戦
前
ま
で
の
神
社
人
や
氏
子
た
ち
は
少
し
で
も
昔
の
境
内
地
に
近
づ

け
よ
う
と
努
力
し
、
民
有
地
と
な
っ
た
旧
境
内
地
を
買
い
戻
し
、
さ

ら
に
は
国
に
そ
の
返
還
を
求
め
続
け
る
運
動
を
絶
え
間
な
く
行
っ
た
。

こ
う
し
た
先
人
の
努
力
の
賜
物
が
現
在
の
神
社
境
内
地
な
の
だ
（
1
（

。
と

指
摘
す
る
。

　

宗
教
性
と
と
も
に
政
治
性
を
帯
び
た
神
社
神
道
と
い
う
、
こ
れ
ま

で
日
本
の
歴
史
上
に
無
か
っ
た
新
し
い
形
の
神
道
を
作
り
上
げ
た
。

そ
し
て
、
敗
戦
に
よ
り
神
社
神
道
の
後
ろ
盾
と
な
っ
て
い
た
国
家
の

支
え
が
消
え
る
。
戦
後
神
社
神
道
は
、
ど
の
よ
う
に
そ
の
存
立
基
盤

を
確
保
し
て
行
く
べ
き
か
大
き
な
課
題
を
突
き
つ
け
ら
れ
た
。

一
、
柳
田
國
男
の
学
問

　

明
治
八
年
生
ま
れ
の
柳
田
は
、
東
京
帝
国
大
学
を
卒
業
す
る
と
農

商
務
省
に
入
省
し
、
農
政
官
僚
と
し
て
の
道
を
歩
ん
で
行
く
。
明
治

後
期
の
農
業
の
近
代
化
路
線
を
支
え
た
の
も
柳
田
國
男
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
柳
田
は
大
正
天
皇
の
御
大
礼
の
政
府
側
ス
ポ
ー
ク
ス
マ
ン
を

勤
め
た
。
貴
族
院
書
記
官
長
と
い
う
貴
族
院
議
長
に
次
ぐ
要
職
に
あ

り
な
が
ら
、
大
正
八
年
に
は
職
を
辞
し
て
官
界
を
去
っ
た
。
農
政
官

僚
と
し
て
日
本
の
近
代
化
（
＝
西
欧
化
）
を
推
し
進
め
て
き
た
柳
田

は
、
官
職
を
辞
す
る
と
、
官
僚
時
代
と
は
正
反
対
の
日
本
の
伝
統
と

庶
民
文
化
の
発
見
、
そ
の
価
値
付
け
の
学
問
構
築
に
邁
進
し
て
行
く

こ
と
と
な
る
。「
日
本
民
俗
学
」
と
い
う
柳
田
國
男
が
日
本
の
学
問

伝
統
を
継
承
し
つ
つ
誕
生
さ
せ
た
、
日
本
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
学
問
が
そ

れ
で
あ
る
。

　

日
本
の
近
代
と
柳
田
國
男
の
研
究
を
『
近
代
化
へ
の
挑
戦―

柳
田

國
男
の
遺
産
（
2
（

』
と
し
て
ま
と
め
た
ア
メ
リ
カ
人
、
ロ
ナ
ル
ド
・
Ａ
・

モ
ー
ス
は
い
う
。
柳
田
國
男
は
、
日
本
の
立
場
か
ら
近
代
化
に
挑
戦

す
れ
ば
、
日
本
独
特
の
近
代
化
が
生
ま
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

発
想
を
持
ち
、
日
本
各
地
を
調
査
し
比
較
す
る
こ
と
で
、
日
本
人
の

慣
習
と
心
理
に
関
す
る
根
本
的
事
実
を
解
明
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
。

彼
が
日
本
の
国
民
性
の
伝
統
的
根
源
を
探
し
求
め
た
こ
と
は
、
日
本

人
に
共
通
す
る
感
覚
に
対
す
る
興
味
に
端
を
発
し
て
お
り
、
日
本
の

近
代
が
国
民
的
一
体
感
を
確
立
し
よ
う
と
努
力
し
た
こ
と
の
一
部
で

あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。（
ロ
ナ
ル
ド
・
Ａ
・
モ
ー
ス
「
ア
マ
チ
ュ
ア
精

神
に
富
ん
だ
日
本
の
ふ
く
ろ
う
」）。
柳
田
國
男
の
創
り
だ
し
た
日
本
民

俗
学
は
、
ロ
ナ
ル
ド
・
モ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、
国
民
的
一
体
感
確
立
を

一
つ
の
目
的
と
し
た
、
国
民
性
の
伝
統
的
根
源
を
求
め
た
学
問
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

戦
後
の
神
道
人
が
注
目
し
た
の
は
柳
田
國
男
の
民
俗
学
で
あ
っ
た
。

柳
田
國
男
が
理
論
化
し
た
日
本
固
有
の
信
仰
は
、
柳
田
に
と
っ
て
は
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広
い
意
味
の
神
道
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
神
社
神
道
と
い
う
の
は
神
道

の
一
つ
の
あ
り
方
で
、
民
間
信
仰
が
基
に
あ
っ
て
、
そ
の
上
に
成
り

立
っ
て
い
る
の
が
神
社
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
を
戦
後
の
神
道
人
は

受
け
入
れ
た
よ
う
に
み
え
る
。

二
、�

民
俗
学
と
神
道
の
関
係
に
対
す
る
戦
後
神
道
人
の

認
識

　
『
神
社
新
報
』
の
主
張
欄
で
、
か
つ
て
神
社
本
庁
の
教
学
研
究
所

に
在
籍
し
た
佐
野
和
史
氏
が
「『
民
俗
神
道
』
と
い
う
概
念
（
（
（

」
と
い

う
、
非
常
に
注
目
す
べ
き
論
説
を
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
内
容
を
筆

者
な
り
に
、
以
下
の
四
点
に
ま
と
め
て
み
た
。

①･

盆
と
正
月
が
先
祖
祭
、
神
祭
の
行
事
で
あ
り
、
祖
霊
あ
る
い
は
穀

霊
を
迎
へ
、
そ
し
て
送
る
行
事
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
を
、
我
々
は
多
分
に
柳
田
、
折
口
両
先
生
、
さ
ら
に
は
原
田

敏
明
先
生
達
以
降
の
民
俗
学
の
恩
恵
に
よ
っ
て
知
識
と
し
て
身
に

付
け
、
ま
た
理
解
も
し
納
得
も
し
て
き
た
。

②･

盆
の
行
事
は
（
中
略
）
仏
教
渡
来
以
前
か
ら
わ
が
国
固
有
の
先
祖

祭
祀
の
姿
を
留
め
る
も
の
で
あ
っ
て
、
仏
教
行
事
と
い
う
よ
り
む

し
ろ
神
道
の
行
事
で
あ
る
と
さ
え
言
っ
て
よ
い
も
の
と
考
え
て
い

る
。
こ
う
し
た
民
俗
学
に
よ
る
各
種
行
事
の
解
釈
は
、
こ
と
に
戦

前
に
「
特
殊
神
事
」
と
呼
ば
れ
た
伝
統
的
神
事
芸
能
の
理
解
の
上

で
も
有
効
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
戦
後
の
い
わ
ゆ
る
国
家
神
道
を

脱
却
し
て
い
こ
う
と
す
る
神
社
と
神
道
に
と
っ
て
、
重
要
な
理
論

構
築
の
た
め
の
原
理
と
も
な
っ
た
。

③･

あ
る
時
期
の
神
道
は
、
自
ら
を
説
明
す
る
の
に
仏
教
の
教
理
を
応

用
し
、
神
仏
習
合
を
生
み
、
ま
た
あ
る
時
は
儒
学
の
学
理
に
よ

り
、
神
儒
一
致
の
理
論
が
登
場
し
た
こ
と
に
似
て
、
昭
和
の
神
道

の
特
徴
は
「
民
俗
学
習
合
神
道
」
と
も
い
え
る
要
素
が
濃
く
な
っ

た
。
民
俗
学
の
恩
恵
は
、
神
道
学
の
進
歩
の
上
に
は
多
大
で
あ
る

が
、
そ
れ
を
優
先
さ
せ
て
し
ま
う
現
象
が
な
く
は
な
い
。

④･

民
俗
神
道
の
概
念
を
ど
う
捉
え
る
か
。
民
俗
神
道
と
神
社
神
道
の

範
疇
の
違
い
は
？

と
い
っ
た
観
点
か
ら
、
戦
後
の
神
道
の
理
念
的
支
え
と
な
っ
た
民
俗

学
と
神
道
の
関
係
を
論
じ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
こ
こ
で
一
つ
誤
解
が
あ
る
の
は
、
佐
野
氏
は
「
柳
田
、

折
口
、
原
田
敏
明
と
い
う
特
定
の
三
人
の
先
生
達
以
降
の
民
俗
学
の

恩
恵
に
よ
り
」
と
認
識
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
佐
野
氏
は
、

折
口
信
夫
、
柳
田
國
男
、
原
田
敏
明
の
三
人
の
先
生
を
念
頭
に
置
い

て
こ
れ
ら
を
書
か
れ
た
も
の
と
理
解
す
る
が
、
戦
後
の
民
俗
学
に
お

い
て
神
道
に
対
す
る
興
味
と
シ
ン
パ
シ
ー
を
も
っ
て
研
究
に
当
た
っ

た
民
俗
学
者
は
ご
く
少
数
で
あ
る
。
僅
か
に
岩
崎
敏
夫
、
石
塚
尊
俊
、

牛
尾
三
千
夫
と
い
っ
た
國
學
院
出
身
の
し
か
も
神
職
の
方
た
ち
を
数

え
る
く
ら
い
で
あ
ろ
う
。
戦
後
、
神
道
に
共
感
と
温
か
な
目
を
持
っ

て
研
究
を
進
め
た
民
俗
学
者
は
國
學
院
大
學
出
身
者
の
み
で
あ
っ
た
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と
い
え
る
。

三
、
民
俗
学
者
の
神
道
に
対
す
る
態
度

　

民
俗
学
者
の
神
道
に
対
す
る
態
度
と
い
う
の
は
三
つ
の
タ
イ
プ
に

分
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

①･

折
口
グ
ル
ー
プ
に
特
徴
的
な
考
え
方
で
あ
る
。
発
生
論
的
な
立
場

か
ら
、
歴
史
的
に
は
古
代
民
間
信
仰
か
ら
神
社
は
成
立
し
、
宮
廷

神
道
の
影
響
を
受
け
画
一
化
を
経
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
神
社

は
古
代
的
な
存
在
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
考
え
方
。

②･

民
間
信
仰
の
歴
史
を
遡
れ
ば
、
神
社
信
仰
と
重
な
る
点
が
多
く
な

る
。
民
間
信
仰
は
日
本
人
の
信
仰
の
根
底
に
あ
っ
て
、
日
本
神
道

の
移
り
変
わ
っ
て
き
た
一
つ
の
姿
と
す
る
。
同
時
に
神
社
も
ま
た

日
本
神
道
の
移
り
変
わ
っ
て
き
た
一
つ
の
姿
だ
と
い
う
ふ
う
に
考

え
る
考
え
方
、
こ
れ
は
柳
田
國
男
と
若
干
の
柳
田
の
お
弟
子
さ
ん

達
、
原
田
敏
明
も
お
そ
ら
く
こ
の
第
二
の
道
に
入
る
と
考
え
る
。

③･

戦
後
特
に
顕
著
な
考
え
方
で
あ
る
。
民
衆
と
い
う
も
の
を
支
配
・

被
支
配
の
関
係
と
し
て
捉
え
、
特
に
常
民
文
化
を
尊
重
す
る
立
場

か
ら
、
神
社
と
民
間
信
仰
と
を
切
り
離
し
て
考
え
る
と
い
う
見
方
、

こ
れ
は
戦
後
の
民
俗
学
者
、
民
俗
学
界
の
大
き
な
勢
力
と
し
て
民

俗
学
者
を
育
て
て
き
た
、
教
育
大
系
統
の
民
俗
学
者
の
方
々
に
非

常
に
多
い
立
場
、
態
度
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
か
と
思
う
。

　

以
上
三
つ
の
民
俗
学
者
の
神
道
、
そ
れ
か
ら
神
社
に
対
す
る
ア
プ

ロ
ー
チ
の
態
度
と
い
う
も
の
が
見
ら
れ
る
。

　

佐
野
和
史
氏
が
「『
民
俗
神
道
』
と
い
う
概
念
」
と
い
う
論
説
の

中
で
、
戦
後
の
民
俗
学
が
神
道
の
理
論
的
支
え
と
な
っ
て
き
た
と
す

る
の
は
少
々
認
識
が
違
う
。
戦
後
の
民
俗
学
が
神
道
の
理
論
的
支
え

と
な
っ
た
の
で
は
な
く
、
戦
前
の
民
俗
学
の
成
果
が
戦
後
の
神
道
の

理
論
的
支
え
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
柳
田
國
男
の
神

道
研
究
で
あ
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
訂
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ

う
。

四
、
柳
田
國
男
の
神
道
研
究
の
評
価

　

柳
田
國
男
は
、「
神
道
の
た
め
に
（
4
（

」
の
中
に
折
口
信
夫
と
の
「
神

道
の
原
初
形
態
」
と
題
し
た
対
談
を
収
録
し
て
い
る
。
こ
の
対
談
は

も
と
も
と
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
「
神
道
の
時
間
」
と
い
う
ラ
ジ
オ
番
組
で
昭
和

二
四
年
二
月
六
日
に
全
国
放
送
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に

大
き
な
影
響
力
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

折
口
信
夫
は
柳
田
民
俗
学
的
神
道
論
を
次
の
よ
う
に
評
価
す
る
。

　
「
神
道
が
こ
の
ご
ろ
大
変
私
ど
も
に
も
変
っ
た
よ
う
な
気
が
い
た

し
ま
す
。
戦
争
以
来
神
道
の
重
要
な
部
分
に
な
っ
て
お
り
ま
し
た
政

治
性
と
い
う
も
の
が
す
っ
か
り
改
め
ら
れ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
の

た
め
に
神
道
が
一
時
は
立
つ
瀬
が
な
い
、
ど
う
な
っ
て
行
く
か
わ
か

ら
な
い
く
ら
い
に
案
じ
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
が
、
そ
の
際
に
ち
ょ
う

ど
昔
か
ら
お
続
け
に
な
っ
て
お
り
ま
し
た
先
生
の
神
道
論
が
、
盛
ん
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に
出
て
来
ま
し
て
、
ち
ょ
っ
と
も
政
治
性
が
な
い―

―

悪
い
意
味
の

政
治
性
の
な
い
先
生
の
神
道
論
が
、
神
道
に
と
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
神

道
に
直
接
関
係
あ
る
も
の
か
ら
申
し
ま
す
と
、
本
当
の
救
い
に
な
っ

た
と
思
い
ま
し
て
、
そ
の
点
感
謝
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

　

と
述
べ
る
。
政
治
性
を
失
い
崩
壊
し
か
け
た
戦
後
の
神
社
界
に

と
っ
て
、
柳
田
の
民
俗
学
的
神
道
論
が
神
社
神
道
の
存
在
を
意
味
づ

け
る
理
論
的
な
支
柱
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
柳
田
國
男
は
文
献
の
記
述
の
み
を
信
じ
る
こ
と
を
戒
め
、

民
間
信
仰
で
の
姿
と
比
較
し
な
け
れ
ば
真
実
が
わ
か
ら
な
い
例
と
し

て
「
祭
と
木
」「
信
仰
と
木
」
の
問
題
を
好
ん
で
話
題
に
し
た
。
特

に
「
幣
帛
」
を
「
み
て
ぐ
ら
」
と
す
る
訓
み
が
六
国
史
に
は
多
数
で

て
く
る
が
、
幣
帛
と
み
て
ぐ
ら
は
本
来
違
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ

が
複
合
し
て
ゆ
く
過
程
を
学
生
に
論
ず
る
こ
と
を
好
ん
だ
。
柳
田
は

神
の
依
り
代
、
神
の
依
る
坐
（
ク
ラ
）
を
神
道
の
重
要
な
論
点
と
考

え
て
い
た
。

五
、
柳
田
國
男
と
折
口
信
夫�

　
　

�―

神
道
研
究
は
大
正
度
大
嘗
祭
、
依
り
代
研
究
か
ら

　

昭
和
二
十
六
年
四
月
、『
神
道
宗
教
』
に
「
鳥
柴
考
要
領
（
5
（

」
と
い

う
論
考
を
柳
田
國
男
は
書
い
て
い
る
。
こ
れ
は
『
定
本
柳
田
國
男

集
』
第
十
一
巻
の
『
神
樹
編
』
の
一
番
最
後
に
収
録
さ
れ
て
い
る
論

考
で
あ
る
。

　
『
神
樹
編
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
柱
松
考
」
と
か
「
柱
松
と
子

供
」「
龍
燈
松
伝
説
」「
旗
鉾
の
こ
と
」
な
ど
の
論
考
は
、
戦
前
に
お

け
る
柳
田
國
男
の
初
期
神
道
研
究
と
考
え
て
い
い
論
文
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
が
書
か
れ
始
め
た
の
は
大
正
四
年
で
あ
る
。
大
正
三
年
か
ら

構
想
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
時
に
奇
し
く
も
折
口
信
夫
も
ま

た
同
じ
タ
イ
ト
ル
、
同
じ
テ
ー
マ
で
依
り
代
の
研
究
を
行
っ
て
い
た
。

こ
れ
は
良
く
知
ら
れ
た
話
で
あ
る
が
、
記
し
て
お
こ
う
。『
郷
土
研

究
』
大
正
四
年
三
月
号
に
柳
田
國
男
の
論
考
「
柱
松
考
（
（
（

」
が
掲
載
さ

れ
た
。
四
月
号
、
五
月
号
で
折
口
信
夫
の
「
髭
籠
の
話
」、
こ
れ
が

『
郷
土
研
究
』
に
載
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
折
口
信
夫
は
、
前
か
ら

投
稿
し
て
い
た
の
に
、
何
時
に
な
っ
て
も
載
ら
な
い
の
で
、
採
用
さ

れ
な
か
っ
た
の
か
、
ど
う
し
た
こ
と
だ
ろ
う
と
非
常
に
落
胆
し
て
い

た
。
す
る
と
三
月
号
に
柳
田
の
「
柱
松
考
」
が
載
っ
て
、
次
号
で
自

分
の
論
文
が
載
っ
た
と
い
う
こ
と
を
語
っ
て
い
る
（
（
（

。
そ
の
後
も
折
口

は
こ
の
と
き
の
大
正
の
大
嘗
祭
の
標
山
に
対
す
る
関
心
か
ら
、「
盆

踊
り
と
祭
屋
台
と
」、「
依
り
代
よ
り
『
だ
し
』
へ
」、「
幣
束
か
ら
旗

さ
し
物
へ
」、「
だ
い
が
く
の
研
究
」、「
ま
と
い
の
話
」
と
い
う
よ
う

に
『
郷
土
研
究
』
へ
の
投
稿
、
掲
載
を
続
け
て
い
く
。
同
じ
よ
う
に

柳
田
も
「
諏
訪
の
御
柱
」、「
腰
掛
石
」、「
左
義
長
問
題
」
と
い
う
よ

う
に
、
同
じ
よ
う
な
柱
、
依
り
代
の
テ
ー
マ
で
、
競
い
合
い
な
が
ら

神
道
研
究
に
入
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
。

　

あ
ま
り
柳
田
國
男
と
折
口
信
夫
の
学
問
的
な
対
抗
を
強
調
す
る
こ
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と
は
本
意
で
は
な
い
。
注
目
す
べ
き
は
「
鳥
柴
考
要
領
」
と
い
う
、

『
神
樹
篇
』
の
中
で
一
番
最
後
に
書
か
れ
た
論
考
で
あ
る
。
こ
れ
は

先
述
の
よ
う
に
戦
後
の
昭
和
二
十
六
年
四
月
号
『
神
道
宗
教
』
三
号

に
掲
載
さ
れ
た
。

六
、「
鳥
柴
考
要
領
」
戦
後
、
柳
田
國
男
の
神
道
研
究

　

非
常
に
変
わ
っ
た
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
「
鳥
柴
考
要
領
」。「
要
領
」

と
は
い
っ
た
い
何
な
の
か
。「
要
領
」
と
い
う
の
は
柳
田
國
男
の
言

葉
を
借
り
る
と
、「
終
戦
の
少
し
前
か
ら
数
年
に
わ
た
つ
て
心
が
け

て
ゐ
る
一
つ
の
論
考
の
大
要
を
、
で
き
る
だ
け
簡
単
に
短
い
時
間
で

述
べ
立
て
る
練
習
を
し
て
み
た
い
（
（
（

」
と
述
べ
て
い
る
。「
で
き
る
だ

け
簡
単
に
短
い
時
間
で
述
べ
立
て
る
練
習
」
そ
れ
が
「
要
領
」
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
柳
田
に
そ
の
よ
う
な
練
習
を
す
る
必
要
が

あ
っ
た
の
か
、
短
い
時
間
で
述
べ
立
て
る
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
の
か

と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
た
い
。

　
『
神
道
宗
教
』
の
二
号
が
刊
行
さ
れ
た
の
が
昭
和
二
十
四
年
の
十

二
月
。
こ
こ
で
「
神
道
の
諸
問
題
」
と
い
う
座
談
会
が
行
わ
れ
て
い

る
。
当
時
の
堀
一
郎
・
岸
本
英
夫
・
平
井
直
房
・
安
津
素
彦
・
白
井

永
二
・
岩
本
徳
一
な
ど
、
國
學
院
大
學
に
関
係
す
る
神
道
の
研
究
者

達
が
集
ま
っ
て
、
折
口
先
生
を
囲
む
と
い
う
企
画
が
行
わ
れ
た
。
そ

こ
で
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
論
じ
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
と
「
鳥
柴
考
要

領
」
と
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
か
と
い
え
ば
、
折
口
信
夫
の
発
言

の
中
で
「
和
御
魂
と
荒
御
魂
」
の
話
が
あ
り
、
推
古
紀
に
見
え
る

「
霹
靂
木
に
小
き
魚
と
な
っ
て
か
か
っ
た
雷
神
」
の
話
を
折
口
信
夫

が
紹
介
し
て
い
る
。　

　

こ
の
こ
と
が
直
ち
に
「
鳥
柴
考
要
領
」
と
い
う
論
考
に
結
び
付
い

た
と
は
断
定
で
き
な
い
が
、
一
つ
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

　
「
要
領
」
が
あ
る
か
ら
に
は
、
要
領
の
付
か
な
い
「
鳥
柴
考
」
と

い
う
論
文
が
あ
っ
て
然
る
べ
き
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
長
い

間
分
か
ら
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
『
定
本
柳
田
國
男
集
』
に
も
勿

論
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。「
鳥
柴
考
」
と
い
う
論
文
が
あ
る
か
ど
う

か
も
謎
で
あ
っ
た
。
娘
婿
の
堀
一
郎
は
「
鳥
柴
考
」
と
い
う
論
考
を

柳
田
國
男
が
書
き
直
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
日
記
の
中
に
記
し
て

い
る
。
で
あ
る
と
す
る
な
ら
「
鳥
柴
考
」
論
文
は
一
体
ど
こ
へ
行
っ

て
し
ま
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
平
成
八
年
四
月
頃
、

鳥
取
で
発
見
さ
れ
た
。
そ
れ
が
鳥
取
民
俗
懇
話
会
報
二
号
に
掲
載
さ

れ
て
い
る
（
（
（

。
そ
し
て
「
鳥
柴
考
」
と
同
時
に
「
鳥
柴
考
の
謎
と
一
考

察
（
（（
（

」
を
、
西
尾
肇
氏
が
執
筆
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
鳥
柴

考
」
は
鳥
取
の
郷
土
史
家
の
家
か
ら
発
見
さ
れ
た
も
の
だ
そ
う
で
あ

る
。
当
時
、
終
戦
を
迎
え
る
少
し
前
で
あ
っ
た
と
い
う
が
、
鳥
柴
に

つ
い
て
の
資
料
を
柳
田
國
男
が
集
め
て
い
た
。
そ
れ
を
聞
い
た
鳥
取

の
田
中
新
次
郎
と
い
う
方
が
柳
田
に
資
料
を
提
供
し
た
。
提
供
し
た

こ
と
に
よ
っ
て
、
多
分
写
し
を
も
ら
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
西
尾
氏
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は
推
測
し
て
い
る
。
田
中
新
次
郎
の
お
孫
さ
ん
が
教
育
委
員
会
に
勤

め
て
お
り
、
今
に
な
り
偶
然
、
発
見
さ
れ
た
。
そ
れ
を
朝
日
新
聞
が

取
上
げ
て
、
全
国
的
に
知
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
の
西
尾
氏
の
解

説
で
あ
る
。

　

柳
田
國
男
は
「
鳥
柴
考
」
と
い
う
論
考
を
や
は
り
書
い
て
い
た
。

で
あ
る
な
ら
「
要
領
」
が
あ
っ
て
「
鳥
柴
考
」
が
あ
る
の
か
、「
鳥

柴
考
」
が
先
に
あ
っ
て
「
鳥
柴
考
要
領
」
を
ま
と
め
た
の
か
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
実
際
の
原
稿
は
昭
和
二
十
年
の
十
月
二
十
五
日
の
段

階
で
、「
鳥
柴
考
」
の
書
き
直
し
を
し
て
い
る
と
堀
一
郎
氏
が
日
記

に
記
し
て
い
る
。
そ
の
清
書
の
手
が
、
柳
田
の
三
女
の
堀
三
千
氏
に

よ
る
と
な
っ
て
い
る
。
戦
後
は
ほ
と
ん
ど
鎌
田
久
子
先
生
、
丸
山
久

子
氏
の
両
氏
が
清
書
を
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
や
は

り
戦
争
直
後
に
こ
の
論
考
は
書
か
れ
て
い
て
、
そ
し
て
写
し
が
田
中

家
に
送
ら
れ
た
と
推
測
で
き
る
。
そ
う
す
る
と
書
き
置
い
て
い
た

「
鳥
柴
考
」
を
『
神
道
宗
教
』
二
号
「
神
道
の
諸
問
題
」
で
様
々
論

じ
ら
れ
た
そ
の
次
の
号
に
、
急
遽
非
常
に
コ
ン
パ
ク
ト
に
ま
と
め
て

出
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
考
え
る
と
「
鳥
柴
考
要
領
」
と

い
う
の
は
非
常
に
意
味
が
出
て
く
る
。

　

こ
こ
で
「
鳥
柴
考
要
領
」
の
要
点
を
記
し
て
み
よ
う
。
柳
田
は
こ

こ
で
「
鳥
柴
」
と
い
う
ク
ロ
モ
ジ
の
木
の
意
味
を
問
い
た
か
っ
た
の

で
あ
る
。
神
様
に
お
供
え
す
る
と
き
、
ク
ロ
モ
ジ
の
木
に
獲
物
の
肉

を
付
け
て
お
供
え
す
る
。
そ
う
い
う
習
俗
が
あ
る
の
だ
と
。
こ
れ
は

「
餅
花
の
福
木
」
で
あ
る
と
か
、「
御
幣
餅
」、
特
に
中
部
地
方
で
有

名
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
も
と
を
た
ど
っ
て
い
け
ば
「
幣
束
」「
幣
」

に
至
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
実
証
的
に
様
々
な
資
料
を
使
っ
て
論

じ
て
い
る
。
ア
イ
ヌ
の
「
イ
ナ
オ
」
も
同
類
で
あ
り
、
そ
し
て
門
松

や
拝
み
松
、
こ
れ
に
食
物
を
吊
り
下
げ
た
り
、
食
物
を
直
接
掛
け
た

り
、
例
え
ば
と
ろ
ろ
を
掛
け
る
と
か
小
魚
を
掛
け
る
と
か
、
そ
う
い

う
習
俗
を
論
じ
な
が
ら
、
鳥
柴
と
い
う
の
は
神
道
に
お
け
る
幣
束
の

原
形
だ
と
い
う
ふ
う
に
論
じ
て
ゆ
く
。
想
像
す
る
に
、
そ
れ
を
い
わ

ゆ
る
実
証
的
な
神
道
研
究
の
手
本
と
い
う
ふ
う
に
柳
田
國
男
は
考
え

た
の
で
あ
ろ
う
。

　
「
神
道
の
諸
問
題
」
の
中
で
は
、
確
か
に
諸
問
題
を
い
ろ
い
ろ
論

じ
て
は
い
る
が
、
具
体
的
な
話
で
は
な
く
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
点

を
論
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
実
際
に
研
究
者
の
態
度
と
し
て
、

実
証
的
に
神
道
研
究
を
す
る
の
は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
と
い
う
こ
と

は
、
一
切
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
を
柳
田
は
次
の
号
、
三
号
で

手
本
を
示
し
た
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

七
、『
神
道
宗
教
』
に
お
け
る
「
門
松
」
論
議

　

そ
れ
か
ら
『
神
道
宗
教
』
十
六
号
に
、
多
分
こ
の
「
鳥
柴
考
要

領
」
を
受
け
た
形
で
特
集
を
組
ん
だ
の
だ
ろ
う
と
推
察
す
る
が
、

「
門
松
」
の
特
集
と
い
う
、『
神
道
宗
教
』
に
と
っ
て
こ
れ
ま
で
の
も

の
と
は
非
常
に
異
質
な
タ
イ
ト
ル
の
も
の
が
出
て
く
る
。
國
學
院
大
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學
の
神
道
研
究
に
と
っ
て
、
習
俗
・
民
俗
の
研
究
は
異
端
だ
っ
た
よ

う
で
あ
る
が
、
な
ぜ
門
松
が
急
に
こ
こ
で
出
て
き
た
の
か
不
思
議
で

あ
る
。
と
に
か
く
「
門
松
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
「
共
同
研
究
課
題

欄
」
と
い
う
も
の
を
新
た
に
設
け
て
始
ま
る
。

　
『
神
道
宗
教
』
の
編
集
を
当
時
担
っ
て
い
た
編
集
委
員
の
一
文

「
編
輯
委
員
の
辞
」
か
ら
非
常
に
恐
る
恐
る
こ
の
タ
イ
ト
ル
を
出
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
が
よ
く
分
か
る
。
例
え
ば
「
次
に
掲
載
す
る
原

稿
を
御
一
覧
下
さ
れ
ば
新
聞
社
が
街
頭
か
ら
拾
っ
た
記
事
と
は
、
些

（
い
さ
さ
）
か
面
目
を
異
に
し
て
い
る
点
に
も
お
気
付
き
の
こ
と
か
と

存
じ
ま
す
。
…
…
毫
も
本
誌
読
者
と
し
て
の
叡
智
が
窺
え
ぬ
と
い
た

し
ま
す
な
ら
、
そ
れ
こ
そ
由
々
し
い
問
題
で
あ
り
ま
す
。
と
に
か
く

門
松
と
い
う
風
な
卑
近
な
風
習
を
ど
う
処
理
せ
ら
れ
る
か
伺
お
う
と

存
じ
ま
す
（
（（
（

」
と
い
う
よ
う
に
、
こ
う
し
た
民
俗
学
的
な
具
体
的
な

テ
ー
マ
は
、
読
者
の
反
発
を
予
想
し
、
恐
々
設
定
し
て
い
る
。
と
い

う
こ
と
は
や
は
り
神
道
研
究
に
と
っ
て
は
、
民
俗
学
的
な
分
野
と
い

う
の
は
、
卑
近
な
風
習
と
考
え
る
の
が
当
時
の
一
般
的
な
考
え
だ
っ

た
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
民
俗
学
に
対
す
る
神
道
学
者
達
の

態
度
と
い
う
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
そ
の
正
反
対
と
も
言
え
る
先
述
し
た
佐
野
和
史
氏

の
よ
う
な
認
識
が
、
神
社
人
、
神
道
人
の
間
に
あ
る
と
い
う
の
も
、

面
白
い
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
民
俗
学
を
神
社
神
道
存
立
の
理
論

的
支
柱
と
す
る
一
方
で
、
民
俗
学
が
研
究
対
象
と
す
る
民
間
信
仰
は

卑
近
な
習
俗
で
あ
る
と
の
反
発
が
あ
る
と
い
う
両
価
的
な
存
在
で

あ
っ
た
と
い
え
る
。

八
、
戦
後
の
柳
田
國
男
と
折
口
信
夫
の
神
道
・
神
社
研
究

　

柳
田
國
男
が
本
格
的
に
神
道
研
究
に
力
を
注
ぎ
出
し
た
の
は
、
日

本
の
敗
戦
を
悟
っ
た
時
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。『
日
本
の
祭
』『
神
道

と
民
俗
学
』『
先
祖
の
話
』、
こ
れ
ら
の
著
作
は
戦
中
か
ら
敗
戦
後
の

日
本
人
の
精
神
と
誇
り
を
如
何
に
保
つ
こ
と
が
で
き
る
か
、
こ
の
目

的
の
た
め
の
構
想
か
ら
生
み
出
さ
れ
、『
先
祖
の
話
』
は
昭
和
二
一

年
四
月
敗
戦
直
後
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
『
新
国

学
談
』、『
祭
日
考
』『
山
宮
考
』『
氏
神
と
氏
子
』
へ
と
続
い
て
い
く
。

『
新
国
学
談
』
は
第
三
冊
で
終
わ
っ
て
い
る
が
、「
鳥
柴
考
」
を
『
新

国
学
談
第
五
冊
』
と
し
て
出
そ
う
と
い
う
ふ
う
に
柳
田
は
考
え
て
い

た
。
こ
れ
は
『
氏
神
と
氏
子
（
（（
（

』
の
中
で
柳
田
自
身
が
述
べ
て
い
る
こ

と
で
、『
新
国
学
談
』
の
刊
行
を
さ
ら
に
続
け
て
い
こ
う
と
い
う
こ

と
が
構
想
と
し
て
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

柳
田
國
男
が
な
ぜ
こ
こ
で
戦
中
か
ら
急
に
神
道
研
究
に
乗
り
出
し

て
い
っ
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ロ
ナ
ル
ド
・
モ
ー
ス
の
見

解
が
あ
る
。
そ
れ
は
『
炭
焼
日
記
』
か
ら
「
友
人
や
親
類
縁
者
を

失
っ
た
と
き
人
々
は
い
か
に
そ
れ
を
迎
え
る
か
、
と
い
っ
た
こ
と
に

思
い
を
め
ぐ
ら
す
時
、
柳
田
は
父
（
松
岡
約
斎
）
が
関
心
を
抱
い
て

い
た
神
道
を
思
い
返
し
て
い
た
。
柳
田
の
戦
時
期
の
論
文
や
著
書
に
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は
、
彼
が
宗
教
的
な
も
の
へ
関
心
を
傾
け
て
い
っ
た
こ
と
が
伺
わ
れ

る
（
（（
（

。」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
柳
田
自
身
、『
私
の
哲
学
』
と
い
う

昭
和
二
五
年
に
中
央
公
論
社
か
ら
出
版
さ
れ
た
本
に
、
何
人
か
の
学

者
の
哲
学
が
書
か
れ
て
あ
る
中
で
、
柳
田
國
男
は
「
村
の
信
仰
」
と

い
う
タ
イ
ト
ル
で
一
文
を
載
せ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
書
き
出
し
は
、

　
「
私
の
生
家
は
神
主
を
し
て
い
た
。
そ
れ
も
世
襲
の
神
主
で
は
な

く
、
元
来
医
者
で
あ
っ
た
が
医
者
は
流
行
ら
な
い
し
、
三
十
前
後
か

ら
時
代
に
促
さ
れ
て
国
学
を
や
っ
た
父
は
、
明
治
初
年
に
私
塾
と
神

主
を
し
て
暮
ら
し
を
立
て
た
の
で
す
。
す
な
わ
ち
い
わ
ゆ
る
三
大

人
（
真
淵
・
宣
長
・
篤
胤
）
の
影
響
を
受
け
た
人
で
し
た
。
従
っ
て
そ

う
い
う
側
の
人
が
多
く
す
る
よ
う
に
歌
を
や
り
ま
し
た
。
は
っ
き
り

と
は
記
憶
し
て
い
な
い
が
、
私
は
小
さ
い
頃
、
こ
れ
が
当
た
り
前
だ

と
思
っ
て
感
化
を
受
け
て
い
た
も
の
は
神
道
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
（
（（
（

。」

と
い
う
ふ
う
に
自
分
の
哲
学
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

柳
田
に
は
「
父
の
死
と
自
作
の
ノ
リ
ト
（
（（
（

」
と
い
う
文
章
が
あ
り
、
柳

田
國
男
は
自
分
で
祝
詞
を
作
っ
て
、
父
親
の
亡
く
な
っ
た
一
周
忌
に

自
作
の
祝
詞
を
詠
ん
で
慰
め
た
。
そ
れ
は
、
千
葉
県
布
佐
に
居
住
し

て
い
た
二
十
二
歳
、
明
治
二
九
年
の
話
で
あ
る
。
ま
と
も
に
祝
詞
が

詠
め
る
神
主
さ
ん
が
い
な
く
て
、
金
毘
羅
行
者
に
頼
ん
だ
と
い
う
。

そ
れ
は
、
最
初
お
葬
式
の
時
に
大
祓
し
か
で
き
な
く
て
、
そ
れ
は
悲

し
み
の
た
め
に
あ
ま
り
気
が
つ
か
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
と
に
か
く

大
祓
で
済
ま
さ
れ
た
の
で
は
良
心
が
済
ま
ぬ
と
い
う
こ
と
で
、
一
周

忌
の
時
に
は
自
分
で
祝
詞
を
作
っ
た
の
だ
と
い
う
。

　

自
ら
神
主
に
な
る
と
い
う
こ
と
も
、
柳
田
國
男
は
若
い
頃
経
験
し

て
い
る
。
さ
ら
に
、
亡
く
な
っ
た
父
親
に
祝
詞
を
自
作
し
て
慰
め
る

と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
行
っ
て
い
た
。

　

最
後
に
堀
一
郎
が
『
定
本
柳
田
國
男
』
の
月
報
の
第
十
一
に
書
い

て
い
る
。

　
「
戦
争
末
期
に
極
端
に
刹
那
的
な
戦
局
の
話
や
、
戦
災
の
絶
望
的

な
噂
話
を
嫌
わ
れ
た
先
生
は
、
す
で
に
遠
い
戦
後
の
日
本
に
思
い
を

馳
せ
、
精
神
的
支
柱
を
失
っ
て
崩
壊
し
去
る
か
も
し
れ
ぬ
民
族
と
祖

国
の
将
来
を
、
深
い
憂
い
を
も
っ
て
日
夜
考
え
続
け
て
お
ら
れ
た
こ

と
は
、
幸
い
に
近
く
に
住
み
、
親
し
く
接
し
て
い
た
私
に
は
よ
く
分

か
っ
た
（
（（
（

」
堀
一
郎
は
説
明
す
る
ま
で
も
な
く
娘
婿
で
あ
っ
た
。

　
「
こ
の
頃
か
ら
逝
去
に
至
る
ま
で
、
先
生
と
私
と
の
間
に
は
お
か

し
い
ほ
ど
家
庭
の
こ
と
も
経
済
の
こ
と
も
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
。

大
部
分
は
日
本
の
神
道
の
将
来
と
日
本
人
の
信
仰
の
問
題
で
あ
っ
た
。

実
父
約
斎
先
生
の
強
い
影
響
も
あ
っ
て
、
先
生
の
学
問
の
底
に
は
早

く
か
ら
愛
国
の
情
熱
が
流
れ
て
い
た
こ
と
は
、
人
の
よ
く
知
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
戦
争
末
期
か
ら
戦
争
後
に
わ
た
る
学
問
は
、

も
は
や
愛
国
以
上
の
切
羽
詰
ま
っ
た
憂
国
の
熱
情
が
、
神
道
研
究
の

上
に
迸
っ
た
感
が
深
い
。
し
か
も
そ
れ
は
決
し
て
単
に
専
門
神
職
の

た
め
の
神
道
研
究
、
理
論
や
考
証
の
学
と
し
て
の
神
道
研
究
で
は
な

か
っ
た
。
実
に
精
神
的
混
迷
の
中
に
投
げ
出
さ
れ
て
い
る
一
般
民
衆
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に
、
自
己
と
民
族
に
内
在
し
て
い
る
価
値
を
見
出
さ
せ
、
そ
し
て
自

信
と
誇
り
を
実
証
的
裏
付
け
を
も
っ
て
与
え
よ
う
と
試
み
た
研
究
で

あ
っ
た
こ
と
は
、
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
よ
う
に
思
う
（
（（
（

。」

　

と
堀
一
郎
は
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
戦
後
の
民
俗
学
と
い
う
の
は

柳
田
國
男
が
意
図
し
て
、
戦
後
の
日
本
を
如
何
に
位
置
付
け
、
そ
し

て
国
民
を
如
何
に
導
く
か
と
い
う
思
い
か
ら
出
た
探
求
で
あ
り
、
そ

の
大
き
な
柱
が
神
道
研
究
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
柳
田
が
意
図
し
た

通
り
神
道
人
、
神
社
界
が
後
々
受
け
入
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
先
述

の
佐
野
氏
の
「
民
俗
学
習
合
神
道
」
と
の
認
識
は
そ
の
結
果
だ
っ
た

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
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