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藤
本
頼
生
著

『
神
道
と
社
会
事
業
の
近
代
史
』

畔

上

直

樹

　

本
書
は
、
新
進
気
鋭
の
神
道
史
研
究
者
で
あ
る
著
者
が
、
平
成
二

〇
年
提
出
の
博
士
論
文
「
神
道
の
社
会
事
業
と
教
化
活
動
の
近
現
代

―
そ
の
関
係
史
的
研
究
」
を
ベ
ー
ス
に
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
発
表
さ

れ
た
一
一
編
の
既
発
表
論
考
に
大
幅
な
加
筆
補
訂
を
施
し
た
う
え
、

書
き
下
ろ
し
（
序
、
第
一
部
第
一
章
、
第
二
部
第
一
章
、
結
他
）
を
加
え

再
構
成
し
た
、
六
一
五
頁
の
大
著
で
あ
る
。

　

本
書
は
、
こ
れ
ま
で
ま
と
ま
っ
た
一
つ
の
歴
史
像
を
提
示
し
う
る

だ
け
の
研
究
が
な
さ
れ
て
い
な
い
、
教
化
活
動
と
い
う
視
点
で
明
治

初
年
か
ら
現
代
に
至
る
神
社
神
道
を
軸
と
し
た
近
現
代
「
神
道
と
福

祉
」
関
係
史
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
開
拓
者
的
な
試
み
で
あ
る
。
そ

こ
で
は
近
現
代
神
道
史
研
究
と
社
会
福
祉
学
・
社
会
事
業
史
研
究
と

の
接
合
が
目
指
さ
れ
て
お
り
、
広
義
に
と
ら
れ
た
「
社
会
事
業
」
概

念
の
も
と
、
従
来
個
別
に
議
論
さ
れ
て
き
た
問
題
群
に
広
く
網
を
か

け
て
分
析
対
象
の
選
択
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　

全
体
は
三
部
か
ら
な
る
。
第
一
部
「
内
務
省
の
社
会
政
策
と
神
社

の
関
わ
り
を
め
ぐ
っ
て
」、
第
二
部
「
民
間
社
会
事
業
と
神
社
・
神

道
と
の
関
わ
り
を
め
ぐ
っ
て
」、
第
三
部
「
神
社
神
道
と
社
会
事
業
、

教
化
活
動
と
の
関
わ
り
を
め
ぐ
っ
て
」。
第
一
部
と
第
二
部
は
ほ
ぼ

戦
前
期
、
第
三
部
は
神
社
本
庁
を
軸
と
す
る
戦
後
期
に
重
心
を
お
い

た
分
析
で
あ
る
。

　

第
一
部
で
は
こ
れ
ま
で
近
代
神
道
史
で
十
分
な
研
究
対
象
と
さ
れ

て
こ
な
か
っ
た
、
社
会
福
祉
を
含
む
社
会
政
策
と
神
社
政
策
の
関
連

が
、（
宗
教
行
政
一
般
か
ら
分
離
さ
れ
た
）
神
社
局
成
立
後
に
お
け
る
歴

代
局
長
の
神
社
観
・
施
策
か
ら
分
析
さ
れ
る
。
戦
前
期
神
社
行
政
の

基
本
線
を
構
築
し
た
、
日
露
戦
争
後
の
井
上
友
一
の
神
社
観
と
そ

の
施
策
分
析
（
第
二
章
「
内
務
官
僚
井
上
友
一
の
神
社
観
（
そ
の
一
）
―

神
社
中
心
説
と
地
方
改
良
運
動
を
め
ぐ
っ
て
」、
第
三
章
「
内
務
官
僚
井
上

友
一
の
神
社
観
（
そ
の
二
）
―
明
治
末
期
に
お
け
る
神
社
整
理
か
ら
」）
を

中
心
に
、
そ
の
前
段
階
、
か
つ
系
譜
の
「
源
流
」
を
な
す
水
野
錬
太

郎
と
（
第
一
章
「
内
務
官
僚
水
野
錬
太
郎
の
神
社
観
と
神
社
行
政
官
僚
の
系

譜
」）、
神
社
行
政
の
そ
の
後
の
展
開
過
程
に
つ
い
て
、
大
正
期
に
局

長
を
つ
と
め
た
佐
上
信
一
、
昭
和
期
に
局
長
を
つ
と
め
た
「
目
白
の

吉
田
」
こ
と
吉
田
茂
が
扱
わ
れ
る
（
第
四
章
「
近
代
に
お
け
る
都
市
行

政
官
僚
と
神
社
―
神
社
局
長
佐
上
信
一
の
神
社
観
と
そ
の
施
策
か
ら
」、
第

五
章
「
内
務
官
僚
吉
田
茂
の
神
社
観
―
神
社
神
道
と
社
会
事
業
と
の
関
わ
り

書

評
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か
ら
」）。
い
ず
れ
も
本
書
に
収
録
さ
れ
た
な
か
で
最
も
新
し
い
二
〇

〇
〇
年
代
後
半
に
書
か
れ
た
論
考
群
で
あ
る
。
研
究
者
の
関
心
を
突

出
し
て
集
め
て
き
た
井
上
に
つ
い
て
の
新
た
な
角
度
か
ら
の
議
論
も

重
要
だ
が
、
水
野
、
佐
上
、
吉
田
と
い
っ
た
、
そ
の
重
要
性
の
わ
り

に
研
究
の
貧
弱
さ
が
め
だ
っ
て
い
た
戦
前
日
本
の
内
務
・
神
社
行
政

官
僚
分
析
と
し
て
も
興
味
深
い
分
析
と
な
っ
て
い
る
。

　

第
一
部
が
戦
前
の
「
神
道
と
福
祉
」
を
め
ぐ
る
国
家
の
教
化
政
策

の
推
進
モ
メ
ン
ト
を
取
り
上
げ
た
の
に
対
し
、
第
二
部
は
、
社
会
の

地
域
神
職
団
体
や
、
民
間
側
と
い
っ
た
教
化
政
策
の
受
け
手
側
の
動

向
か
ら
、「
神
道
と
福
祉
」
に
か
か
わ
る
個
別
事
例
を
多
面
的
に
と

り
あ
げ
て
解
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
教
誨
制
度
（
第
一
章

「
近
代
教
誨
制
度
の
沿
革
と
神
道
―
神
道
教
誨
の
誕
生
と
中
絶
」）、
感
化
院

（
第
二
章
「
近
代
の
民
間
社
会
事
業
と
宗
教
―
感
化
院
の
設
立
を
め
ぐ
っ
て
」）

を
は
じ
め
、
大
正
期
の
地
域
神
職
団
体
（
岡
山
県
神
職
会
）
の
社
会

事
業
活
動
（
第
三
章
「
大
正
期
の
民
間
社
会
事
業
と
神
道
―
大
正
九
年
・

十
年
の
美
作
社
会
協
会
に
関
す
る
資
料
か
ら
」）、
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
施
設

内
神
社
（
第
四
章
「
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
施
設
に
お
け
る
神
社
の
創
建
・

廃
絶
・
再
興
」）
と
い
っ
た
多
彩
か
つ
重
要
な
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ

る
。
戦
前
の
神
社
や
神
道
と
社
会
の
か
か
わ
り
か
た
と
い
う
そ
れ
自

体
具
体
的
な
歴
史
研
究
が
き
わ
め
て
貧
弱
な
現
状
に
お
い
て
貴
重
な

仕
事
と
な
っ
て
い
る
。

　

第
三
部
は
、
神
社
本
庁
を
軸
と
し
た
戦
後
神
社
神
道
の
教
化
活
動

を
含
め
た
近
現
代
神
道
の
福
祉
的
な
社
会
的
活
動
の
把
握
作
業
が
、

そ
の
た
め
に
必
要
な
基
礎
デ
ー
タ
の
整
理
に
重
心
を
お
き
つ
つ
提
示

さ
れ
る
。
神
社
神
道
の
公
共
宗
教
的
特
質
を
確
認
し
な
が
ら
、
時
期

区
分
や
戦
後
神
社
神
道
の
社
会
福
祉
活
動
の
分
類
が
試
み
ら
れ
た
第

一
章
「
近
現
代
の
神
社
神
道
と
社
会
事
業
、
教
化
活
動
と
の
連
関
性

を
考
え
る
た
め
に
」、
関
連
文
献
・
基
礎
資
料
一
覧
や
神
社
・
神
職

の
戦
後
に
お
け
る
社
会
福
祉
事
業
に
関
す
る
基
礎
デ
ー
タ
を
提
示
す

る
こ
と
に
よ
り
、
神
社
神
道
の
社
会
福
祉
活
動
の
全
体
を
と
ら
え
よ

う
と
し
た
第
二
章
「
近
現
代
に
お
け
る
神
社
神
道
の
社
会
福
祉
事
業

概
観
」、
戦
後
神
社
界
の
教
化
活
動
に
お
け
る
社
会
福
祉
活
動
の
理

念
的
位
置
づ
け
や
、
教
化
活
動
の
推
移
と
福
祉
活
動
の
展
開
の
在
り

様
に
つ
い
て
の
時
期
区
分
提
示
等
、
多
面
的
に
展
開
し
た
第
三
章

「
神
社
神
道
の
福
祉
事
業
史
―
神
社
本
庁
の
教
化
活
動
を
中
心
と
し

て
」。
第
三
部
は
本
書
に
収
録
さ
れ
た
論
文
と
し
て
も
っ
と
も
初
期

の
論
考
を
含
み
、
本
書
収
録
に
あ
た
っ
て
も
っ
と
も
大
き
く
修
正
が

ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
部
分
で
も
あ
る
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
本
書
の
個
別

議
論
の
前
提
と
な
る
原
点
的
思
考
や
問
題
意
識
が
も
っ
と
も
鮮
明
に

あ
ら
わ
れ
た
部
分
と
い
え
る
。

　

本
書
は
以
上
に
み
て
き
た
よ
う
な
分
析
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、

「
近
代
以
降
、
日
本
固
有
の
宗
教
、
神
道
は
福
祉
活
動
と
の
関
連
は

少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
」
と
結
論
づ
け
る
（
五
九
八
頁
）。
神
社
神
道
が

そ
の
信
仰
的
特
質
ゆ
え
に
他
宗
教
と
は
異
な
り
福
祉
と
の
親
和
性
が



書　　評（畔上）523

い
わ
ば
本
質
的
に
弱
い
と
す
る
従
来
の
社
会
福
祉
学
研
究
に
お
け
る

位
置
づ
け
に
対
し
、
歴
史
具
体
的
な
事
実
の
提
示
に
よ
る
神
道
史
研

究
か
ら
の
反
論
で
あ
り
、
同
時
に
「
神
道
と
福
祉
」
研
究
領
域
誕
生

の
宣
言
と
も
い
う
べ
き
性
格
を
も
っ
て
い
る
。

　

評
者
は
神
道
史
や
社
会
福
祉
学
を
専
門
と
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、

歴
史
学
、
地
域
社
会
史
の
立
場
か
ら
近
現
代
の
神
社
や
神
職
に
つ
い

て
多
少
考
え
、
著
者
と
も
議
論
し
て
き
た
経
緯
が
あ
る
。
そ
の
よ
う

な
立
場
か
ら
で
は
あ
る
が
、
以
下
、
本
書
の
意
義
な
ど
に
つ
い
て
い

く
つ
か
書
き
記
し
て
お
こ
う
。

　

本
書
は
近
現
代
の
地
域
社
会
に
お
け
る
神
社
や
神
道
、
神
職
の
あ

り
か
た
の
実
態
を
国
家
政
策
と
の
関
係
を
重
視
し
て
歴
史
具
体
的
に

考
察
し
た
仕
事
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
現
在
、「
国
家
神
道
」
の

社
会
史
と
で
も
い
う
べ
き
研
究
が
一
つ
の
形
を
な
し
つ
つ
あ
る
よ
う

に
思
う
が
、
本
書
も
そ
の
潮
流
を
つ
く
り
あ
げ
る
大
き
な
成
果
と
み

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
と
く
に
第
三
部
で
戦
後
の
神
社
界
に
つ

い
て
政
治
・
国
家
レ
ベ
ル
で
は
な
く
社
会
レ
ベ
ル
の
活
動
を
取
り
上

げ
、
戦
前
戦
後
を
あ
ら
か
じ
め
切
断
し
な
い
枠
組
に
お
い
て
提
示
し

た
こ
と
に
大
変
大
き
な
意
義
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

　

ま
た
第
一
部
に
お
い
て
戦
前
神
社
行
政
史
研
究
を
新
し
い
水
準
に

高
め
て
い
る
こ
と
も
特
筆
す
べ
き
で
あ
る
。
評
者
は
明
治
末
年
の
井

上
友
一
で
戦
前
の
神
社
行
政
を
代
表
さ
せ
た
り
、
他
方
で
大
正
昭
和

期
の
神
社
行
政
を
そ
れ
以
前
と
断
絶
的
に
と
ら
え
す
ぎ
た
り
す
る
従

来
の
研
究
に
違
和
感
を
覚
え
、
佐
上
信
一
時
代
の
神
社
行
政
の
位
置

づ
け
な
お
し
を
試
み
た
こ
と
が
あ
る
が
、
同
一
系
譜
上
の
「
洗
練
」

と
い
う
枠
組
で
展
開
さ
れ
た
著
者
の
佐
上
信
一
論
や
吉
田
茂
論
に
意

を
強
く
し
た
こ
と
を
思
い
出
す
。
本
書
が
登
場
す
る
こ
と
で
、
神
社

行
政
に
か
か
わ
っ
た
官
僚
の
イ
メ
ー
ジ
は
よ
り
歴
史
具
体
的
に
か
つ

よ
り
神
社
行
政
以
外
へ
の
ひ
ろ
が
り
を
も
っ
て
把
握
可
能
な
も
の
と

な
っ
た
わ
け
で
、
今
後
は
そ
う
し
た
新
し
い
水
準
を
ふ
ま
え
て
、
単

に
明
治
後
期
に
一
つ
の
型
が
で
き
た
、
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
な
い
、

そ
し
て
神
祇
院
の
位
置
づ
け
の
再
検
討
も
含
め
た
「
国
家
神
道
」
研

究
が
著
者
に
期
待
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

今
後
の
著
者
の
研
究
展
開
へ
の
期
待
を
こ
め
て
、
二
つ
の
注
文
を

つ
け
た
い
。
ま
ず
、
い
ま
述
べ
た
神
社
行
政
史
研
究
に
つ
い
て
、
井

上
友
一
や
水
野
錬
太
郎
と
い
っ
た
時
期
の
神
社
行
政
の
さ
ら
な
る
再

検
討
の
必
要
性
で
あ
る
。
例
え
ば
、
著
者
は
す
で
に
、
概
し
て
神
道

史
研
究
で
は
評
価
の
辛
い
井
上
友
一
に
つ
い
て
、
そ
の
再
評
価
す
べ

き
点
を
指
摘
し
て
い
る
が
（
一
五
三
～
一
五
四
頁
）、
先
の
戦
前
神
社

行
政
の
新
し
い
研
究
水
準
の
提
示
か
ら
し
て
も
、
そ
れ
は
も
っ
と
お

し
す
す
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
評
価
の
辛
い
大
き
な

理
由
は
神
社
合
祀
政
策
の
暴
力
的
推
進
に
典
型
的
な
官
僚
合
理
主
義

を
認
め
る
か
ら
だ
が
、
そ
も
そ
も
神
社
と
は
何
か
、
と
い
う
問
題
が

こ
う
し
た
官
僚
側
に
十
分
把
握
で
き
て
い
な
い
と
し
た
ら
ど
う
だ

ろ
う
か
。「
神
社
」
と
い
う
コ
ト
バ
自
体
、
そ
の
普
及
は
近
代
に
は
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い
っ
て
か
ら
と
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
事
態
は
十
分
想
定
で
き
る

し
、
評
者
は
官
僚
に
共
有
さ
れ
る
そ
れ
な
り
に
明
確
な
い
く
つ
か
の

側
面
の
組
み
合
わ
さ
っ
た
神
社
イ
メ
ー
ジ
や
機
能
評
価
は
、
大
正
時

代
の
明
治
神
宮
建
設
を
経
過
し
て
は
じ
め
て
一
つ
の
形
を
と
る
の
で

は
な
い
か
、
と
最
近
考
え
て
い
る
。
そ
れ
以
前
の
井
上
や
水
野
の
て

が
け
た
神
社
政
策
を
評
価
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
よ
う
な
「
原
初
」

の
時
期
が
も
つ
未
分
化
性
・
暗
中
模
索
性
・
実
験
性
に
考
慮
し
た
、

そ
れ
故
の
乱
暴
さ
と
可
能
性
の
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
評
価
が
必
要
に

思
う
。
つ
ま
り
後
の
時
代
に
形
成
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
投
影
に
よ
る
裁

断
に
な
ら
な
い
評
価
が
く
っ
き
り
な
さ
れ
る
必
要
性
で
あ
る
（
水
野

錬
太
郎
分
析
で
指
摘
さ
れ
る
官
僚
制
の
専
門
性
未
分
化
（
四
六
～
四
七
頁
）

な
ど
は
、
そ
の
て
が
か
り
だ
ろ
う
）。

　

第
二
に
、「
神
道
と
福
祉
」
と
い
う
枠
組
に
つ
い
て
、
歴
史
研
究

の
側
か
ら
ひ
と
つ
だ
け
の
べ
て
お
こ
う
。
こ
の
枠
組
の
大
き
な
ポ
イ

ン
ト
は
宗
教
の
公
共
性
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
「
神
道

と
福
祉
」
と
い
う
枠
組
の
定
立
は
、
宗
教
と
社
会
福
祉
と
い
う
テ
ー

マ
を
歴
史
的
に
論
ず
る
こ
と
が
宗
教
の
公
共
性
を
め
ぐ
る
歴
史
的
変

動
把
握
に
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
へ
の
自
覚
化
を
促
す
意
味
を
も
っ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
本
書
は
、
従
来
の
研
究
が
神
社
神

道
と
福
祉
の
関
係
性
の
希
薄
さ
と
い
う
主
張
を
神
社
神
道
の
持
つ
本

質
的
「
特
殊
性
」
で
議
論
し
た
こ
と
へ
の
反
論
と
い
う
形
を
と
っ
て

い
る
こ
と
も
あ
り
―
そ
し
て
そ
も
そ
も
著
者
自
身
の
神
道
人
と
し
て

強
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
本
書
に
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
大
前
提
に
あ

る
の
だ
ろ
う
―
、
こ
の
宗
教
の
公
共
性
と
い
う
論
点
と
「
神
道
と
福

祉
」
の
も
つ
関
係
を
、
神
道
の
超
歴
史
的
な
「
特
殊
性
」
に
最
終
的

に
は
収
斂
さ
せ
て
論
じ
よ
う
と
す
る
傾
向
が
強
い
印
象
を
う
け
る
。

歴
史
的
に
宗
教
の
公
共
性
と
い
う
問
題
は
、
日
本
で
は
特
に
大
正
時

代
以
降
、
神
社
神
道
の
側
だ
け
で
な
い
問
題
と
し
て
大
き
く
浮
上
す

る
。
歴
史
学
の
評
者
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
本
書
の
枠
組
は
宗
教
一

般
を
め
ぐ
る
近
現
代
史
分
析
へ
の
積
極
的
な
提
言
と
い
う
形
で
も
っ

と
押
し
出
さ
れ
る
必
要
も
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
大
正

期
に
神
社
や
寺
院
・
教
派
神
道
・
警
察
が
か
か
わ
っ
て
展
開
さ
れ
た

「
美
作
社
会
協
会
」（
第
二
部
第
三
章
）
は
、
そ
の
点
を
さ
ら
に
深
め

て
考
察
す
る
具
体
的
な
一
つ
の
て
が
か
り
だ
ろ
う
と
思
う
。

　

本
書
の
豊
富
な
内
容
に
対
し
、
評
者
の
非
力
ゆ
え
の
ミ
ス
リ
ー

デ
ィ
ン
グ
で
雑
駁
な
論
評
に
終
始
し
た
。
著
者
な
ら
び
に
読
者
の
ご

寛
恕
を
乞
う
次
第
で
あ
る
。

　

･（
弘
文
堂
、
平
成
二
一
年
一
二
月
刊
、
Ａ
５
判
、
六
一
五
頁
、
七

五
〇
〇
円
）（

上
越
教
育
大
学
大
学
院
学
校
教
育
研
究
科
准
教
授
）




