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大
正
維
新
に
お
け
る
「
国
家
ノ
宗
祀
」
神
社
観

　
　
―
朝
日
平
吾
を
て
が
か
り
に
―

畔
上
直
樹

　
　
　

は
じ
め
に

　

明
治
か
ら
大
正
へ
の
代
替
わ
り
に
お
い
て
、
二
〇
世
紀
日
本
社
会
に

様
々
に
発
生
し
た
明
治
日
本
の
基
本
的
枠
組
み
か
ら
の
全
体
的
な
修
正
を

希
求
す
る
志
向
や
運
動
の
な
か
に「
大
正
維
新
」論
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。

こ
こ
に
暴
力
的
な
直
接
行
動
を
伴
う
国
家
改
造
運
動
で
あ
る
超
国
家
主
義

運
動
、「
昭
和
維
新
」
の
原
型
が
形
成
さ
れ
て
い
く
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ

て
い
る（

（
（

。
本
稿
で
は
、
久
野
収
「
日
本
の
超
国
家
主
義
―
昭
和
維
新
の
思

想
―
」（
一
九
五
六
年
）
で
提
示
さ
れ
た
超
国
家
主
義
運
動
に
つ
い
て
の

有
名
な
定
式
化
、
す
な
わ
ち
明
治
日
本
の
体
制
や
制
度
を
さ
さ
え
た
「
伝

統
シ
ン
ボ
ル
」
の
「
変
革
シ
ン
ボ
ル
」
化
と
い
う
問
題
が（

2
（

、
実
は
明
治
初

年
来
「
国
家
ノ
宗
祀
」
と
さ
れ
、
と
り
わ
け
明
治
後
期
～
大
正
初
年
を
画

期
に
一
体
的
な
整
備
と
そ
の
国
民
教
化
動
員
の
仕
組
み
が
形
成
さ
れ
た
神

社
神
道
に
ま
で
も
及
ん
で
い
た
と
い
う
可
能
性
に
つ
い
て
、
問
題
提
起
を

試
み
た
い
。
そ
の
際
、
具
体
的
な
て
が
か
り
と
す
る
の
は
、
先
の
久
野
に

よ
る
定
式
化
に
お
い
て
超
国
家
主
義
者
の
先
駆
と
し
て
注
目
さ
れ
た
、
富

豪
・
安
田
善
次
郎
の
刺
殺
事
件
（
一
九
二
一
年
九
月
二
八
日
）
を
ひ
き
お

こ
し
そ
の
場
で
自
刃
し
た
朝
日
平
吾（
一
八
九
〇
～
一
九
二
一
）で
あ
り
、

事
件
直
前
（
同
年
初
め
）
に
結
成
し
た
神
道
的
教
化
関
連
団
体
「
神
州
義
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団
」
に
み
る
、
朝
日
の
有
し
て
い
た
神
社
観
で
あ
る
。

　

朝
日
平
吾
に
つ
い
て
の
研
究
は
か
な
ら
ず
し
も
多
く
な
い
。
そ
の
な
か

で
先
の
久
野
の
議
論
を
引
き
継
ぎ
つ
つ
、
超
国
家
主
義
の
核
に
明
治
日
本

形
成
過
程
と
は
異
な
る
、明
治
後
期
に
顕
在
化
し
て
く
る
人
生
論
的
な「
煩

悶
の
時
代
」
の
感
性
の
形
成
を
見
い
だ
し
た
、
橋
川
文
三
の
大
衆
社
会
論

的
視
角
が
決
定
的
な
意
味
を
も
っ
て
き
た（

（
（

。
な
か
で
も
「
煩
悶
の
時
代
」

を
歴
史
社
会
学
に
お
い
て
ほ
り
さ
げ
た
筒
井
清
忠
に
よ
る
言
及
、
現
代
日

本
と
の
対
話
の
な
か
で
事
件
後
の
日
本
社
会
の
受
け
止
め
方
も
重
視
し

た
、
朝
日
の
伝
記
的
専
論
『
朝
日
平
吾
の
憂
鬱
』
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た

中
島
岳
志
の
研
究
が
、
近
年
の
代
表
的
な
朝
日
平
吾
論
と
い
え
る（

4
（

。
本
稿

も
朝
日
平
吾
を
と
ら
え
る
全
体
的
視
角
と
し
て
は
、
橋
川
以
来
の
研
究
系

譜
の
立
場
を
前
提
と
し
、
そ
の
妥
当
性
を
分
析
の
中
で
確
認
し
て
い
く
こ

と
に
な
ろ
う
。

　

朝
日
が
構
想
・
組
織
し
た
団
体
で
あ
る
神
州
義
団
に
つ
い
て
は
、
第
三

章
で
見
る
よ
う
に
橋
川
が
注
目
し
て
い
た
も
の
の
、
神
道
的
教
化
団
体
と

し
て
の
性
格
と
い
っ
た
全
体
像
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
は
、
先
述
の
中
島

『
朝
日
平
吾
の
憂
鬱
』
に
お
い
て
で
あ
っ
た（

（
（

。
中
島
は
、
団
体
結
成
の
背

景
に
神
道
的
な
宗
教
的
国
民
教
化
ビ
ジ
ョ
ン
が
あ
っ
た
こ
と
、
当
時
の
神

社
神
道
に
よ
る
政
府
の
国
民
教
化
体
制
の
あ
り
か
た
を
批
判
す
る
面
が

あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。た
だ
し
、そ
れ
は
あ
く
ま
で
指
摘
に
と
ど
ま
っ

て
い
る
。
一
方
、
近
年
の
「
国
家
神
道
」
研
究
で
も
超
国
家
主
義
と
の
関

連
性
は
重
要
な
論
点
に
な
り
つ
つ
あ
る
。本
稿
は
中
島
の
指
摘
に
注
目
し
、

こ
の
論
点
を
深
め
る
た
め
の
一
試
論
と
し
た
い（

（
（

。

　

朝
日
平
吾
研
究
は
史
料
的
な
面
で
の
困
難
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（

（
（

。
本

稿
も
史
料
と
し
て
は
、
従
来
の
研
究
で
分
析
さ
れ
て
き
た
、『
現
代
史
資

料
（
４
）
国
家
主
義
運
動
（
一
）』
に
活
字
化
さ
れ
て
い
る
刺
殺
事
件
の

際
の
「
斬
奸
状
」（
一
九
二
一
年
九
月
）、
遺
書
「
死
ノ
叫
声
」（
一
九
二
一

年
九
月
三
日
）
と（

（
（

、
先
の
中
島
『
朝
日
平
吾
の
憂
鬱
』
に
お
け
る
主
要
分

析
対
象
で
あ
る
奥
野
貫
編
著
『
嗚
呼
朝
日
平
吾
』
を
用
い
る（

（
（

。『
嗚
呼
朝

日
平
吾
』
は
、
朝
日
か
ら
遺
書
遺
品
を
託
さ
れ
た
親
友
の
社
会
活
動
家
・

奥
野
貫
に
よ
り
事
件
直
後
の
一
九
二
二
年
一
月
一
〇
日
に
刊
行
さ
れ
た
も

の
で
、
即
座
に
発
行
禁
止
と
な
っ
た
。
同
書
は
、
刺
殺
事
件
前
に
朝
日
と

濃
厚
な
接
点
を
も
っ
た
奥
野
な
ら
で
は
の
証
言
の
み
な
ら
ず
、
私
的
な
書

簡
手
記
ま
で
ふ
く
む
一
次
資
料
か
ら
の
多
量
の
引
用
や
、
そ
れ
に
基
づ
い

て
書
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
部
分
を
含
ん
で
い
る
。

　
�

＊
以
下
、
中
島
『
朝
日
平
吾
の
憂
鬱
』
と
、
奥
野
『
嗚
呼
朝
日
平
吾
』

か
ら
の
引
用
は
煩
を
避
け
る
た
め
、い
ず
れ
も
本
文
中
に
そ
れ
ぞ
れ（
中

島
○
頁
）、（
奥
野
○
頁
）
と
略
記
す
る
。
ま
た
『
嗚
呼
朝
日
平
吾
』
か

ら
の
引
用
に
あ
た
っ
て
は
ル
ビ
を
基
本
的
に
省
略
、
筆
者
の
補
足
等
を
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〔　
　

〕
で
、
そ
の
他
（
マ
マ
）
等
の
注
釈
を
施
し
た
が
、
句
読
点
は

史
料
原
文
通
り
と
し
た
。

　
　
　

一
、
朝
日
の
「
神
祇
道
」
構
想

㈠　
「
日
本
開
国
以
来
の
国
教
た
る
神
祇
道
」
に
よ
る
教
化

（
１
）『
嗚
呼
朝
日
平
吾
』
に
お
け
る
神
州
義
団
と
神
道
・
神
社

　
「
は
じ
め
に
」
で
の
べ
た
よ
う
に
、
中
島
は
①
神
州
義
団
の
背
景
に
神

道
的
な
宗
教
的
国
民
教
化
ビ
ジ
ョ
ン
が
存
在
す
る
こ
と
、
②
そ
れ
が
、
当

時
の
神
社
神
道
の
国
民
教
化
の
あ
り
方
を
批
判
し
た
面
が
あ
る
こ
と
を
指

摘
し
た
（
中
島
一
〇
七
～
一
一
二
頁
）。
こ
れ
は
朝
日
平
吾
と
い
う
、
超

国
家
主
義
運
動
の
先
駆
的
存
在
の
一
人
と
し
て
あ
ま
り
に
も
有
名
な
人
物

が
、「
国
家
神
道
」
研
究
上
に
重
要
な
意
味
を
も
つ
可
能
性
を
示
唆
す
る
。

　

中
島
が
分
析
し
て
い
る
の
は
『
嗚
呼
朝
日
平
吾
』
の
う
ち
、
奥
野
が
「
今

は
亡
き
友
の
遺
稿
」
か
ら
引
用
す
る
、
つ
ま
り
朝
日
自
身
の
手
に
な
る
文

章
と
さ
れ
る
神
州
義
団
の
「
主
義
書
」（
以
下
趣
意
書
、
奥
野
二
六
〇
～

二
六
四
頁
）
と
、
史
料
と
し
て
は
趣
意
書
に
つ
づ
け
て
書
か
れ
て
い
た
と

し
て
奥
野
が
記
述
す
る
、「
精
神
的
感
化
法
」
五
か
条
と
「
一
般
的
方
針
」

五
か
条
で
あ
る
（
奥
野
二
六
四
～
二
六
五
頁
）。
い
ず
れ
も
作
成
年
月
日

が
不
明
だ
が
、
神
州
義
団
は
先
述
の
よ
う
に
、
刺
殺
事
件
の
直
前
に
あ
た

る
一
九
二
一
年
の
初
め
頃
に
朝
日
に
よ
っ
て
準
備
・
結
成
が
す
す
め
ら
れ

て
い
た
の
で
（
奥
野
二
五
九
、二
八
九
頁（
（1
（

）、
こ
の
時
期
に
い
ず
れ
も
朝
日

が
作
成
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

本
章
で
は
中
島
の
論
点
の
う
ち
、
ま
ず
①
の
点
を
中
島
が
論
拠
と
し
た

前
記
史
料
に
も
と
づ
き
、
再
検
討
と
ほ
り
さ
げ
を
試
み
て
み
た
い
。

（
２
）「
神
祇
道
」
の
内
実

　

中
島
は
神
州
義
団
に
つ
い
て
、
朝
日
が
表
現
す
る
と
こ
ろ
の
「
無
智
な

労
働
者
」
が
反
政
府
的
「
危
険
」
思
想
に
な
が
れ
て
い
く
こ
と
を
神
道
鼓

吹
で
阻
止
し
て
正
し
い
道
に
導
く
、「
無
知
無
学
な
労
働
者
を
「
善
化
」

す
る
た
め
の
組
織
」
と
ま
と
め
て
い
る
（
中
島
一
〇
七
頁
）。
こ
の
性
格

規
定
の
再
検
討
は
次
節
で
お
こ
な
う
が
、
こ
こ
で
さ
し
あ
た
り
注
目
し
た

い
の
は
、
中
島
が
「
愛
国
心
と
犠
牲
心
の
源
泉
た
る
神
道
の
教
え
」
と
説

明
し
（
中
島
一
一
〇
頁
）、
朝
日
自
身
が
「
神
祇
道
」「
日
本
開
国
以
来
の

国
教
た
る
神
祇
道
」
と
表
現
し
て
い
る
も
の
の
内
実
で
あ
る
。

　

中
島
が
論
拠
と
し
た
も
の
の
う
ち
、
こ
こ
で
は
趣
意
書
の
「
神
祇
道
と

私
の
体
験
」
と
い
う
箇
所
か
ら
引
用
し
て
み
よ
う
（
奥
野
二
六
二
～

二
六
三
頁
）。

　
　

�　

私
は
…
…
今
一
歩
で
危
険
分
子
に
落
ち
ん
と
し
ま
し
た
が
、
然
し
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其
の
以
前
か
ら
神
祇
道
を
研
究
し
信
仰
し
て
居
た
賜
と
し
て
名
利
を

超
越
し
た
所
の
精
神
的
光
明
界
に
突
入
す
る
事
を
得
た
の
み
な
ら
ず

根
強
い
愛
国
心
と
之
に
伴
ふ
犠
牲
新
心
よ
り
発
す
る
勇
猛
心
と
を
得

ま
し
た
之
は
私
の
み
の
実
感
で
は
な
く
失
意
の
人
が
不
図
し
た
宗
教

的
自
覚
の
た
め
に
心
気
一
転
し
て
世
の
た
め
又
は
自
己
に
似
た
境
遇

の
人
の
た
め
に
犠
牲
的
新
生
涯
に
入
つ
た
儀
は
沢
山
あ
り
ま
す
。

　
　

�　

以
上
の
体
験
に
基
き
ま
す
と
悪
化
し
か
け
た
者
を
救
済
す
る
に
は

宗
教
的
信
仰
に
入
ら
し
む
る
の
が
最
上
と
考
へ
ま
す
が
然
し
吾
国
体

と
没
交
渉
な
宗
教
や
国
家
を
危
く
す
る
宗
教
も
あ
り
ま
す
か
ら
皇
室

の
尊
厳
と
建
国
の
大
精
神
と
を
之
よ
り
生
れ
る
愛
国
心
と
犠
牲
心
と

を
自
発
せ
し
め
る
に
は
日
本
開
国
以
来
の
国
教
た
る
神
祇
道
が
あ
る

の
み
で
あ
り
ま
す
。

　

朝
日
の
宗
教
的
回
心
の「
体
験
」（
と
し
て
彼
が
語
る
も
の
）を
も
と
に
、

思
想
的
に
「
悪
化
し
か
け
た
者
」
の
「
宗
教
的
信
仰
」
に
よ
る
救
済
と
、

そ
れ
を
ベ
ー
ス
と
し
た
個
々
人
の
宗
教
的
熱
情
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
可
能
に
す
る（「
皇
室
の
尊
厳
と
建
国
の
大
精
神
」と「
之

よ
り
生
ま
れ
る
愛
国
心
と
犠
牲
心
」
を
「
自
発
せ
し
め
る
」）
公
的
な
宗

教
「
日
本
開
国
以
来
の
国
教
た
る
神
祇
道
」
が
語
ら
れ
て
い
る
。

　

中
島
の
先
の
説
明
も
こ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
と
考
え
ら
れ
る
が
、
個

人
の
内
面
を
宗
教
的
に
救
済
し
、
そ
の
熱
情
を
も
っ
て
国
民
教
化
が
は
か

ら
れ
る
と
す
る
公
的
な
宗
教
を
「
国
教
」
と
し
て
設
定
す
る
「
神
祇
道
」

構
想
は
、
そ
も
そ
も
当
時
の
公
式
的
な
国
民
教
化
の
あ
り
方
の
国
家
原
則

と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
本
稿
で
は
特
に
注
目
し
て
お
き
た

い
。
明
治
日
本
は
、
国
家
の
基
本
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
国
教
を
最
終
的
に
制

度
化
せ
ず
、
国
民
教
化
を
「
非
宗
教
」
領
域
と
し
て
教
育
勅
語
を
軸
と
し

て
構
築
し
、
か
つ
宗
教
を
こ
の
国
民
教
化
領
域
か
ら
厳
格
に
除
外
す
る
方

針
を
と
り
、
国
教
を
論
ず
る
こ
と
を
封
印
し
た（
（（
（

。「
神
祇
道
」
構
想
は
、

こ
の
明
治
日
本
の
全
体
デ
ザ
イ
ン
の
基
本
仕
様
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
一

種
の
「
仕
切
り
直
し
」
論
で
あ
り
、
大
正
と
い
う
こ
れ
か
ら
の
新
時
代
の

主
張
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
あ
ら
た
め
て
国
教

的
な
も
の
が
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
当
時
の
日
本
社
会
で
朝
日
に

限
ら
ず
確
認
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
筆
者
は
こ
れ
を
「
ネ
オ
国
教
」
論
と

仮
称
し
て
注
目
し
て
い
る（
（1
（

。
中
島
が
労
働
者
統
合
の
た
め
の
「
愛
国
心
と

犠
牲
心
の
源
泉
た
る
神
道
の
教
え
」
鼓
吹
と
す
る
朝
日
の
「
神
祇
道
」
構

想
は
、
よ
り
丁
寧
に
の
べ
る
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
明
治
日
本
の
国
家
デ
ザ

イ
ン
自
体
を
相
対
化
し
て
示
さ
れ
る
、
当
時
社
会
的
に
み
ら
れ
た
公
的
な

宗
教
に
よ
る
国
民
教
化
体
制
の
構
想
「
ネ
オ
国
教
」
論
の
一
種
で
あ
り
、

そ
れ
を
神
道
的
な
も
の
を
軸
に
、
と
り
わ
け
都
市
に
焦
点
化
し
提
示
し
た

も
の
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
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こ
の
「
神
祇
道
」
構
想
の
よ
り
具
体
的
な
と
こ
ろ
に
つ
い
て
、
中
島
は

奥
野
の
記
述
に
よ
る
先
述
の
「
精
神
的
感
化
法
」「
一
般
的
方
針
」、
そ
れ

ぞ
れ
の
五
か
条
に
よ
り
つ
つ
論
じ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
神
祇
道
」
に
よ

る
感
化
の
あ
り
か
た
が
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
る
前
者「
精
神
的
感
化
法
」

五
か
条
の
う
ち
の
四
条
ま
で
を
み
て
お
こ
う
（
奥
野
二
六
四
頁
）。

　
　

�

即
ち
、
第
一
、
腹
式
呼
吸
を
励
行
せ
し
め
て
信
念
を
確
立
さ
せ
る
こ

と
。
第
二
は
神
祇
道
を
鼓
吹
し
人
格
の
自
覚
を
さ
せ
る
こ
と
、
第
三

は
神
祇
道
を
鼓
吹
し
て
敬
神
尊
王
（
マ
マ
（及
び
愛
国
心
を
自
発
さ
せ
る
こ

と
。
第
四
は
前
記
の
二
と
三
と
に
依
つ
て
人
格
を
転
換
さ
せ
た
結
果

は
、
期
せ
ず
し
て
愛
国
的
犠
牲
心
と
之
に
倶
ふ
捨
身
赤
誠
の
大
勇
猛

心
を
湧
出
せ（
マ
マ
（ざ

る
こ
と
が
出
来
る
こ
と
。

　

こ
こ
で
の
注
目
点
は
「
神
祇
道
」
の
宗
教
的
感
化
の
す
べ
て
の
基
礎
、

宗
教
的
な
信
念
の
基
盤
確
立
が
個
々
人
の
腹
式
呼
吸
励
行
と
し
て
説
か

れ
、
か
つ
宗
教
的
な
人
格
確
立
や
転
換
と
そ
の
天
皇
を
軸
と
す
る
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
へ
の
結
合
が
「
神
祇
道
」
に
よ
っ
て
は
か
ら
れ
る
、
公
的
か
つ

宗
教
的
な
感
化
の
プ
ロ
セ
ス
の
説
明
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
個
々

人
の
人
格
の
確
立
か
ら
宗
教
的
熱
情
と
し
て
下
か
ら
わ
き
あ
が
る
よ
う
な

質
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
こ
こ
で
は
想
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は

問
題
が
二
〇
世
紀
に
は
い
っ
た
日
本
の
「
煩
悶
の
時
代
」
を
め
ぐ
る
広
汎

な
社
会
的
動
向
、
大
衆
的
な
人
格
（
至
上
）
主
義
た
る
修
養
主
義
に
関
連

し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る（
（1
（

。
な
に
よ
り
、
こ
の
修
養
主
義
の
身
体
技

法
の
代
表
的
な
も
の
の
一
つ
が
、
腹
式
呼
吸
と
い
っ
た
呼
吸
法
な
の
で
あ

る（
（1
（

。
朝
日
の
い
う
「
神
祇
道
」
構
想
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
の
日
本
の
社
会

状
況
を
背
景
と
し
て
、
修
養
主
義
を
基
盤
に
宗
教
的
な
個
々
人
の
熱
情
に

よ
っ
て
天
皇
を
中
心
と
す
る
国
家
を
支
え
る
よ
う
な
機
能
を
は
た
す
国
民

教
化
体
制
の
構
想
な
の
だ
っ
た（
（1
（

。

　
「
煩
悶
の
時
代
」
と
そ
の
神
秘
的
な
面
を
多
分
に
含
ん
だ
救
済
願
望
こ

そ
は
、「
は
じ
め
に
」
で
の
べ
た
よ
う
に
、
橋
川
文
三
や
そ
の
立
場
を
受

け
継
い
で
展
開
さ
れ
た
そ
の
後
の
超
国
家
主
義
研
究
に
と
っ
て
核
と
な
る

問
題
で
あ
り
、
朝
日
平
吾
は
ま
さ
に
そ
の
角
度
か
ら
重
要
視
さ
れ
分
析
さ

れ
て
き
た
。
趣
意
書
の
「
神
祇
道
と
私
の
体
験
」
部
分
で
み
た
よ
う
に
、

朝
日
自
身
の
「
神
祇
道
」
に
よ
る
回
心
体
験
と
し
て
、「
煩
悶
青
年
」
の

宗
教
的
な
救
済
が
強
烈
な
宗
教
的
な
国
家
愛
に
結
び
つ
い
て
い
く
物
語
と

し
て
語
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
る
「
神
祇
道
」
構
想
も
、
あ
き
ら
か

に
そ
う
し
た
超
国
家
主
義
形
成
に
か
か
わ
る
核
と
な
る
問
題
を
共
有
し
、

時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
社
会
を
も
と
め
て
明
治
日
本
の
国
家
デ
ザ
イ
ン
の
全

体
的
な
変
更
を
う
っ
た
え
る
性
格
の
も
の
な
の
で
あ
る
（
安
田
善
次
郎
刺

殺
事
件
と
「
神
祇
道
」
構
想
の
直
接
の

0

0

0

関
連
性
如
何
の
問
題
に
つ
い
て
は
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第
三
章
で
扱
う
）。

㈡　
「
神
祇
道
」
構
想
の
「
宣
伝
家
」
組
織
と
神
州
義
団

　

中
島
は
神
州
義
団
に
つ
い
て
労
働
者
教
化
の
ほ
か
に
、
教
化
の
担
い
手

養
成
に
つ
い
て
の
プ
ラ
ン
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
点

は
次
章
で
あ
つ
か
う
神
社
神
道
と
朝
日
の
「
神
祇
道
」
構
想
の
関
係
を
考

え
る
う
え
で
き
わ
め
て
重
要
な
論
点
と
な
る
た
め
、
と
り
わ
け
丁
寧
に
検

討
し
て
お
き
た
い
。

　

中
島
は
「「
神
州
義
団
」
の
プ
ラ
ン
」
に
「
無
智
な
労
働
者
」
の
「「
精

神
的
感
化
」
を
行
う
人
材
育
成
の
た
め
の
組
織
」
設
立
が
あ
る
と
し
、
そ

の
人
材
育
成
の
「
組
織
の
五
カ
条
」
と
し
て
『
嗚
呼
朝
日
平
吾
』
か
ら
引

用
し
て
い
る
（
中
島
一
一
一
～
一
一
二
頁
）。
中
島
は
労
働
者
教
化
に
神

州
義
団
の
基
本
的
性
格
を
み
て
、
そ
の
う
え
で
必
要
に
な
っ
て
く
る
も
の

と
し
て
教
化
の
担
い
手
育
成
が
神
州
義
団
に
含
ま
れ
て
く
る
と
み
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
説
明
は
史
料
解
釈
上
い
さ
さ
か
強

引
で
あ
る
。
ま
ず
中
島
が
引
用
し
た
「
組
織
の
五
カ
条
」
な
る
も
の
は
、

史
料
上
は
先
に
述
べ
た
「
精
神
的
感
化
方
法
」
の
五
か
条
と
し
て
奥
野
が

紹
介
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
確
か
に
「
精
神
的
感
化
法
」
五
か
条
目
は
、

先
に
分
析
し
た
一
条
か
ら
四
条
ま
で
の
「
感
化
」
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
「
前

記
の
心
境
に
達
す
る
こ
と
が
出
来
た
な
ら
ば
、
犠
牲
的
国
家
奉
仕
と
し
て

全
国
に
神
祇
道
を
宣
伝
さ
せ
る
こ
と
等
」
と
な
っ
て
い
る
（
奥
野
二
六
四

頁
）、
他
方
、「
宣
伝
」
さ
れ
る
側
、「
無
智
な
労
働
者
」
の
「
精
神
的
感
化
」

と
い
う
中
島
の
先
の
記
述
は
、「
無
智
な
労
働
者
」
自
身
の
教
化
が
神
州

義
団
組
織
の
眼
目
で
あ
る
こ
と
の
根
拠
と
し
て
中
島
が
引
用
し
て
い
る
、

趣
意
書
冒
頭
の
「
現
在
の
危
険
思
想
防
遏
策
は
頗
る
不
徹
底
な
り
」
部
分

の
一
節
と
対
応
す
る
も
の
だ
ろ
う（
奥
野
二
六
〇
頁
）。こ
こ
に
確
か
に「
無

智
な
る
労
働
者
」
の
「
善
化
」
が
で
て
く
る
が
、
中
島
は
こ
の
「
善
化
」

を
「
精
神
的
感
化
」
に
重
ね
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
趣
意
書

の
こ
の
部
分
の
文
脈
は
、
生
計
安
定
を
は
か
れ
ば
思
想
悪
化
か
ら
容
易
に

「
善
化
」
し
て
し
ま
う
「
無
智
な
る
労
働
者
」
と
違
っ
て

0

0

0

、「
無
産
有
識
者
」

の
思
想
悪
化
は
や
っ
か
い
で
物
質
的
な
生
計
安
定
は
微
温
策
に
す
ぎ
ず
思

想
対
策
が
必
要
な
の
だ
、
と
神
州
義
団
が
問
題
と
す
べ
き
対
象
を
「
無
智

な
る
労
働
者
」
と
対
比
し
な
が
ら

0

0

0

0

0

0

論
ず
る
も
の
で
あ
る
（
奥
野
二
六
〇
～

二
六
一
頁
）。
こ
の
部
分
を
読
む
か
ぎ
り
、
神
州
義
団
で
第
一
に
問
題
と

す
べ
き
対
象
と
し
て
朝
日
が
考
え
て
い
る
の
は
決
し
て
「
無
智
な
る
労
働

者
」
そ
れ
自
体
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
中
島
は
こ
こ
を
読
み
違
え
て
し

ま
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
が
中
島
の
関
連
史
料
に
つ
い
て
の
読
み

の
強
引
さ
を
引
き
お
こ
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
つ

ま
り
、
労
働
者
教
化
が
神
州
義
団
に
含
ま
れ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
間
違
い

で
は
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
は
神
州
義
団
の
直
接
の
眼
目
で
あ
る
こ
と
を
意
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味
し
て
い
な
い
。
史
料
を
素
直
に
読
む
の
で
あ
れ
ば
、
神
州
義
団
自
体
は

ま
ず
都
市
の
「
無
産
有
識
者
」
を
対
象
に
「
感
化
」
し
て
「
宣
伝
家
」
に

仕
立
て
上
げ
る
こ
と
が
直
接
の
眼
目
で
、
そ
の
う
え
で
「
無
智
な
労
働
者
」

な
ど
は
そ
う
し
た
「
宣
伝
家
」
が
養
成
さ
れ
た
う
え
で
の
宣
伝
対
象
だ
と

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
朝
日
の
い
う
「
危

険
思
想
防
遏
」
と
は
あ
く
ま
で
「
無
産
有
識
者
」
の
そ
れ
の
話
な
の
で
あ

る
。

　

こ
の
よ
う
に
整
理
し
直
し
て
み
れ
ば
、「
神
祇
道
」
構
想
の
背
景
に
「
煩

悶
の
時
代
」
の
宗
教
的
救
済
問
題
が
あ
っ
た
こ
と
が
は
る
か
に
明
確
と
な

る
。
先
に
見
た
趣
意
書
「
神
祇
道
と
私
の
体
験
」
部
分
の
、「
煩
悶
青
年
」

時
代
に
「
危
険
分
子
」
に
お
ち
か
け
た
朝
日
平
吾
が
神
祇
道
に
よ
っ
て
救

済
さ
れ
た
と
い
う
「
体
験
」
か
ら
説
き
起
こ
さ
れ
、
こ
れ
に
も
と
づ
き
宗

教
的
救
済
は
神
祇
道
を
お
い
て
ほ
か
に
は
な
い
と
す
る
と
き
の
「
悪
化
し

か
け
た
者
」
と
は
（
奥
野
二
六
二
頁
）、「
無
産
有
識
者
」
と
解
釈
す
る
の

が
妥
当
で
あ
る
。
朝
日
が
「
無
資
無
産
」
の
「
国
士
」
の
一
人
で
あ
る
と

い
う
自
己
認
識
を
も
っ
て
い
た
こ
と
（
奥
野
九
三
頁
、
奥
野
の
回
想
）、

他
方
で
「
一
班
方
針
」
五
か
条
で
、（
宣
伝
家
と
し
て
）
遊
説
す
る
た
め

に
養
成
す
る
人
物
に
つ
い
て
、「
被
収
容
者
は
相
当
の
学
識
と
人
格
の
あ

る
青
年
」と
し
て
い
る
こ
と
を
あ
わ
せ
て
考
え
る
な
ら（
奥
野
二
六
四
頁
）、

神
州
義
団
は
「
無
資
無
産
有
識
者
」
で
「
煩
悶
青
年
」
の
自
己
認
識
を
も

つ
朝
日
が
、
い
わ
ば
「
先
輩
」
と
し
て
「
後
輩
」
を
組
織
す
る
と
い
う
連

続
性
・
同
質
性
を
色
濃
く
も
つ
組
織
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

朝
日
に
と
っ
て
「
神
祇
道
」
鼓
吹
の
構
想
に
お
け
る
神
州
義
団
の
役
割

と
直
接
の
眼
目
は
、
労
働
者
教
化
以
前
に
、
な
ん
と
い
っ
て
も
「
神
祇
道
」

鼓
吹
の
た
め
の
宗
教
的
な
「
宣
伝
家
」
組
織
を
都
市
無
産
の
「
煩
悶
青
年
」

を
救
済
し
つ
つ
養
成
し
て
創
出
す
る
こ
と
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

神
州
義
団
の
基
本
的
性
格
に
か
ん
す
る
再
検
討
結
果
は
、
次
章
で
み
る
神

職
組
織
を
も
つ
神
社
神
道
と
の
比
較
、
関
係
性
を
考
え
る
前
提
と
な
る
だ

ろ
う
。
ま
た
、
先
取
り
し
て
い
え
ば
、
第
三
章
の
安
田
善
次
郎
刺
殺
事
件

で
神
州
義
団
が
な
ぜ
重
要
な
意
味
を
も
つ
の
か
、
そ
の
理
解
の
前
提
と
も

な
る
だ
ろ
う
。

　
　
　

二
、「
神
祇
道
」
構
想
と
「
国
家
ノ
宗
祀
」
神
社
神
道

㈠　
「
神
祇
道
」
と
肥
大
化
し
た
社
会
通
念
的
な
神
社
観

　

中
島
が
指
摘
し
た
②
の
点
、
神
社
神
道
と
朝
日
の
「
神
祇
道
」
構
想
の

関
連
性
の
指
摘
は
、
先
に
第
一
章
㈠
で
検
討
し
た
趣
意
書
の
「
神
祇
道
と

私
の
体
験
」か
ら
引
用
し
た
部
分
の
次
段
落
、以
下
の
よ
う
な
記
述
に
よ
っ

て
い
る
（
奥
野
二
六
三
頁
）。
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�　

併
も
斯
る
無
二
の
教
が
あ
り
之
を
宣
伝
す
る
こ
と
は
目
下
の
急
務

で
あ
る
に
も
拘
は
ら
ず
斯
道
に
通
ぜ
る
神
官
は
宣
伝
を
許
さ
れ
て
居

な
い
の
は
何
よ
り
も
遺
憾
と
思
ひ
何
と
か
し
て
宣
伝
機
関
と
失
意
救

済
機
関
と
を
得
て
失
意
者
を
心
機
一
転
さ
せ
之
に
神
祇
道
を
鼓
吹
し

て
強
い
宣
伝
家
を
組
織
せ
ん
も
の
と
非
常
に
苦
心
致
し
ま
し
た
。

　

中
島
も
注
目
す
る
よ
う
に
、
趣
意
書
に
お
い
て
、
朝
日
が
「
斯
か
る
無

二
の
教
え
」
と
し
て
「
神
祇
道
」
と
よ
ん
で
い
る
も
の
の
本
来
の
「
宣
伝
」

担
い
手
を
、
朝
日
は
「
神
官
」
だ
と
認
識
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ

し
て
彼
等
は
「
宣
伝
を
許
さ
れ
て
居
な
い
」
状
況
に
あ
る
た
め
、
そ
の
「
宣

伝
」
が
（
都
市
部
の
思
想
対
策
と
し
て
）
急
務
に
も
か
か
わ
ら
ず
機
能
し

て
い
な
い
状
況
に
あ
る
と
い
う
の
が
、
朝
日
の
現
状
認
識
で
あ
る
。
朝
日

の
い
う
「
神
祇
道
」
の
「
宣
伝
」
と
は
、
す
で
に
み
て
き
た
よ
う
に
宗
教

活
動
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
る
。
つ
ま
り
朝
日
の
「
神
祇
道
」
構
想
の
前
提

と
な
っ
て
い
る
の
は
、
あ
き
ら
か
に
当
時
の
国
民
教
化
を
担
う
神
道
と
し

て
確
立
、
政
策
動
員
が
す
す
め
ら
れ
て
い
た
「
国
家
ノ
宗
祀
」
神
社
と
そ

の
教
化
担
い
手
の
神
職
で
あ
り
、
批
判
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
神
社

の
国
民
教
化
動
員
の
際
に
前
面
に
お
し
だ
さ
れ
て
い
た
、「
公
」
ゆ
え
に

宗
教
と
し
て
の
布
教
は
許
さ
れ
な
い
と
す
る
公
式
の
神
社
観
、
神
社
「
非

宗
教
」
論
で
あ
る
。

　

こ
の
点
を
第
一
章
の
分
析
を
ふ
ま
え
て
さ
ら
に
ほ
り
さ
げ
れ
ば
、
朝
日

の
「
神
祇
道
」
が
「
国
家
ノ
宗
祀
」
神
社
神
道
の
国
民
教
化
を
モ
デ
ル
に

し
つ
つ
、
そ
の
「
非
宗
教
」
性
を
決
定
的
に
問
題
視
し
、
本
来
公
的
か
つ

宗
教
と
し
て
の
国
民
教
化
を
実
現
す
べ
き
だ
と
す
る
の
は
、「
神
祇
道
」

を
「
日
本
開
国
以
来
の
国
教
」
と
み
る
、
明
治
日
本
の
国
教
論
議
封
印
、

「
非
宗
教
」
国
民
教
化
と
い
う
国
家
デ
ザ
イ
ン
の
変
更
に
か
か
わ
る
「
ネ

オ
国
教
」
論
の
主
張
を
前
提
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
新

た
に
判
明
し
た
の
は
、
朝
日
の
い
う
「
神
祇
道
」
は
、「
国
家
ノ
宗
祀
」

神
社
神
道
と
「
ネ
オ
国
教
」
論
を
結
合
さ
せ
た
イ
メ
ー
ジ
の
上
に
形
成
さ

れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
「
ネ
オ
国
教
」

論
を
筆
者
は
「
神
社-

ネ
オ
国
教
」
論
と
仮
称
し
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と

は
朝
日
が
、明
治
日
本
を
体
制
的
に
支
え
る
形
で
構
築
さ
れ
た
は
ず
の「
非

宗
教
」
と
し
て
の
「
国
家
ノ
宗
祀
」
神
社
の
公
式
イ
メ
ー
ジ
と
は
ま
っ
た

く
異
質
な
、肥
大
化
し
た
神
社
観
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
公
式
神
社
観
と
ズ
レ
を
も
つ
肥
大
化
し
た
神
社
観
（「
神

社-

ネ
オ
国
教
」
論
）
は
、「
ネ
オ
国
教
」
論
同
様
け
っ
し
て
大
正
期
日
本

社
会
に
お
い
て
朝
日
だ
け
の
特
殊
な
見
解
で
は
な
い
。「
煩
悶
の
時
代
」

の
神
秘
性
を
帯
び
た
救
済
願
望
を
背
景
に
、
社
会
通
念
性
を
強
く
帯
び
た

も
の
と
し
て
当
該
期
日
本
社
会
の
神
社
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
形
成
さ
れ
つ
つ

あ
っ
た
と
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
の
が
筆
者
の
近
年
の
考
え
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で
あ
る
。「
ネ
オ
国
教
」
論
は
理
想
宗
教
的
な
非
現
実
的
性
格
が
体
制
側

か
ら
批
判
さ
れ
て
お
り
、そ
の
現
実
化
の
担
保
が
重
要
な
問
題
で
あ
っ
た
。

そ
の
最
有
力
候
補
と
し
て
、
明
治
後
期
以
降
の
「
国
家
ノ
宗
祀
」
と
し
て

の
神
社
体
系
の
一
体
的
制
度
整
備
と
そ
れ
を
用
い
た
「
非
宗
教
」
教
化
動

員
政
策
の
現
実
で
の
展
開
（
神
社
中
心
主
義
）
が
注
目
さ
れ
、
そ
れ
を
「
ネ

オ
国
教
」
論
の
も
と
で
読
み
替
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る（
（1
（

。

　

朝
日
の
よ
う
な
人
物
に
ま
で
こ
の
よ
う
な
性
格
の
肥
大
化
し
た
神
社
観

が
検
出
で
き
る
と
判
断
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
明
治
日
本
で
構
築
さ
れ

た
公
式
的
な
も
の
と
は
随
分
と
ず
れ
た
肥
大
化
し
た
神
社
イ
メ
ー
ジ
を
当

時
の
日
本
社
会
が
増
殖
さ
せ
て
い
た
と
す
る
筆
者
の
近
年
の
考
え
を
そ
の

裾
野
を
広
げ
つ
つ
補
強
し
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
よ
う
な

神
社
観
に
も
と
づ
く
朝
日
の
「
神
祇
道
」
構
想
そ
れ
自
体
の
特
徴
は
、
神

社
界
へ
の
宗
教
的
革
新
と
活
性
化
の
要
求
に
む
か
わ
ず（
（1
（

、「
神
祇
道
」
教

化
に
機
能
し
な
い
神
社
神
職
に
代
替
す
る
も
の
と
し
て
、
さ
き
の
き
わ
め

て
宗
教
的
な
「
宣
伝
家
」
集
団
を
自
ら
の
手
で
創
出
し
よ
う
と
す
る
点
に

あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
朝
日
の
「
神
祇
道
」
構
想
は
、
そ
の
出
発
点

は
あ
き
ら
か
に
当
該
期
日
本
社
会
に
み
ら
れ
る
肥
大
化
し
た
神
社
観（「
神

社-

ネ
オ
国
教
」
論
）
な
の
だ
が
、
実
際
の
構
想
自
体
は
、
そ
の
神
社
組

織
の
否
定
で
あ
る
か
の
よ
う
に
も
み
え
る
。
こ
の
点
を
次
節
で
検
討
し
て

お
こ
う
。

㈡　

�「
神
祇
道
」
教
化
と
神
社
神
道
と
の
連
携
・
補
完

　

先
に
み
た
よ
う
に
「
精
神
的
感
化
法
」
五
か
条
の
最
後
の
内
容
は
、「
宣

伝
家
」
と
し
て
の
精
神
的
感
化
が
完
了
し
た
人
物
に
「
犠
牲
的
国
家
奉
仕

と
し
て
全
国
に
神
祇
道
を
宣
伝
さ
せ
る
」
と
な
っ
て
い
た
（
奥
野
二
六
四

頁
）。「
国
家
ノ
宗
祀
」
神
社
と
そ
の
神
職
に
と
っ
て
か
わ
る
「
神
祇
道
」

教
化
組
織
を
朝
日
は
か
ん
が
え
て
い
た
よ
う
に
み
え
る
が
、
こ
こ
で
「
一

班
方
針
」
五
か
条
の
三
つ
目
が
「
養
成
機
関
を
三
ケ
月
と
仮
定
し
、
神
祇

道
の
概
念
と
講
演
の
要
領
と
を
修
得
さ
せ
て
、
各
都
市
に
遊
説
さ
せ
る
」、

四
つ
目
が
「
各
地
の
神
官
と
連
絡
を
取
つ
て
、
遊
説
や
其
の
他
の
後
援
を

依
頼
」
と
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
（
奥
野
二
六
四
～
二
六
五
頁
）。
神

州
義
団
に
よ
る
「
宣
伝
家
」
養
成
は
あ
く
ま
で
都
市
に
お
け
る
社
会
政
策

的
な
教
化
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
神
社
神
職
組
織
を
前
提
と
し

つ
つ
、
制
度
上
神
職
に
不
可
能
な
宗
教
的
教
化
を
か
わ
り
に
担
う
補
完
・

連
携
の
位
置
に
た
つ
も
の
な
の
で
あ
る
。
朝
日
の
構
想
す
る
「
神
祇
道
」

の
教
化
体
制
の
全
体

0

0

に
つ
い
て
は
、「
国
家
ノ
宗
祀
」
神
社
神
道
が
母
体

と
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
む
し
ろ
高
い
だ
ろ
う
。
朝
日
の
「
神
祇
道
」
構

想
は
、「
国
家
ノ
宗
祀
」
と
神
社
の
関
係
を
否
定
し
去
る
よ
う
な
も
の
で

は
な
く
、
神
州
義
団
も
一
定
の
限
定
性
を
も
っ
て
「
神
祇
道
」
構
想
に
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
か
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ら
逆
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、肥
大
化
し
た
神
社
観（「
神
社-

ネ
オ
国
教
」論
）

は
、
そ
の
展
開
次
第
で
は
「
国
家
ノ
宗
祀
」
の
担
い
手
を
必
ず
し
も
神
社

神
職
だ
け
に
求
め
る
必
要
は
な
い
と
い
う
考
え
に
つ
な
が
っ
て
し
ま
う
こ

と
で
あ
り
、
そ
の
根
底
に
こ
う
し
た
神
社
観
が
「
非
宗
教
」
規
定
を
と
ら

な
い
た
め
、
他
の
神
道
的
な
も
の
と
の
区
別
が
相
対
的
な
も
の
に
な
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　

三
、
安
田
善
次
郎
刺
殺
事
件
と
「
神
祇
道
」
構
想

㈠　

神
州
義
団
と
刺
殺
事
件

　

以
上
の
朝
日
「
神
祇
道
」
の
分
析
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
最
後
に
久
野
・

橋
川
ら
の
超
国
家
主
義
研
究
以
来
そ
の
先
駆
的
性
格
が
注
目
さ
れ
て
き
た

安
田
善
次
郎
刺
殺
事
件
と
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
そ
れ
と
は
関
連
性
が

指
摘
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
「
神
祇
道
」
構
想
の
関
係
を
、
事
件
で
の
神
州

義
団
の
位
置
づ
け
を
て
が
か
り
と
し
て
検
討
し
、
一
つ
の
見
通
し
を
提
出

し
て
み
た
い
と
考
え
る
。
そ
の
検
討
は
、
超
国
家
主
義
運
動
の
始
ま
り
と

し
て
の
大
正
維
新
の
問
題
と
神
社
神
道
に
い
か
な
る
関
連
性
を
み
と
め
る

こ
と
が
で
き
る
の
か
を
考
え
る
格
好
の
手
が
か
り
を
、
私
た
ち
に
最
終
的

に
あ
た
え
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

そ
も
そ
も
従
来
の
研
究
に
お
い
て
、
朝
日
の
刺
殺
事
件
と
神
州
義
団
の

関
連
性
自
体
、ま
っ
た
く
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
触
れ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

橋
川
文
三
は
す
で
に
「
死
ノ
叫
声
」
に
神
州
義
団
が
見
え
隠
れ
す
る
こ
と

に
注
意
を
促
し
て
は
い
る（
（1
（

。
た
だ
、
橋
川
自
身
は
神
州
義
団
（
そ
れ
以
前

に
朝
日
が
企
て
た
「
平
民
青
年
党
」
を
含
む
）
が
『
嗚
呼
朝
日
平
吾
』
を

み
て
も
確
か
な
実
体
を
も
つ
か
ど
う
か
は
不
明
だ
と
し
て
、
そ
れ
以
上
の

言
及
を
し
て
い
な
い（
（1
（

。
一
方
、『
嗚
呼
朝
日
平
吾
』
に
も
と
づ
き
、
神
州

義
団
が
神
道
的
国
民
教
化
構
想
を
も
っ
た
組
織
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に

し
た
中
島
は
、
逆
に
安
田
善
次
郎
刺
殺
事
件
と
神
州
義
団
、
そ
の
神
道
的

な
構
想
の
関
係
性
に
つ
い
て
触
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
ま
た
、
以
上
の
研

究
を
ふ
く
め
、
事
件
前
の
朝
日
の
一
連
の
企
て
と
刺
殺
事
件
の
直
接
的
関

係
と
し
て
は
、
そ
の
資
金
援
助
拒
絶
が
刺
殺
事
件
の
直
接
の
ひ
き
が
ね
に

な
っ
た
、神
州
義
団
に
続
き
彼
が
計
画
し
た
都
市
社
会
事
業
と
し
て
の「
労

働
ホ
テ
ル
」
建
設
が
従
来
と
り
あ
げ
ら
れ
る
の
み
で
あ
っ
た（
11
（

。

　

た
だ
結
論
的
に
い
っ
て
し
ま
え
ば
、
活
字
化
さ
れ
て
我
々
が
容
易
に
目

に
す
る
こ
と
の
で
き
る
「
斬
奸
状
」、「
死
ノ
叫
声
」
に
み
る
刺
殺
事
件
に

お
け
る
神
州
義
団
の
朝
日
に
よ
る
位
置
づ
け
は
、
そ
の
実
質
は
と
も
か
く

き
わ
め
て
明
確
な
も
の
で
あ
る
。「
死
ノ
叫
声
」
は
次
節
で
と
り
あ
げ
る

と
し
て
、
こ
こ
で
は
「
斬
奸
状
」
を
み
て
み
よ
う（
1（
（

。

　
　

�

奸
富
安
田
善
次
郎
巨
富
ヲ
作
ス
ト
雖
モ
富
豪
ノ
責
任
ヲ
果
サ
ズ
国
家
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社
会
ヲ
無
視
シ
貪
慾
卑
吝
ニ
シ
テ
民
衆
ノ
怨
府
タ
ル
ヤ
久
シ
、
予
其

ノ
頑
迷
ヲ
愍
ミ
仏
心
慈
言
ヲ
以
テ
訓
フ
ル
ト
雖
モ
改
悟
セ
ズ
由
テ
天

誅
ヲ
加
ヘ
世
ノ
警
メ
ト
為
ス
。

　
　
　

大
正
十
年
九
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

神
州
義
団
々
長　

朝　

日　

平　

吾

　

文
面
上
「
仏
心
慈
言
」
と
は
あ
る
も
の
の
、
神
州
義
団
と
い
う
組
織
の

団
長
と
し
て
の
実
行
と
い
う
形
を
ま
が
り
な
り
に
も
と
っ
て
い
る
こ
と
は

あ
ま
り
に
も
明
瞭
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
分
析
を
ふ
ま
え
る
な
ら
、
実
質

は
さ
て
お
き
、
朝
日
の
思
考
に
お
い
て
刺
殺
実
行
が
な
ぜ
神
州
義
団
の
企

て
の
延
長
線
上
に
「
説
明
」
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
か
は
、
解
明
し
て
お

く
べ
き
重
要
性
が
あ
る
と
考
え
る
。

㈡　
「
死
ノ
叫
声
」
の
な
か
の
神
州
義
団

　
「
死
ノ
叫
声
」
は
、
富
豪
安
田
善
次
郎
の
刺
殺
と
自
刃
と
い
う
暴
力
的

手
段
に
つ
い
て
、「
予
等
ガ
渇
望
セ
ル
社
会
ヲ
実
現
」
す
る
た
め
、「
予
ハ

最
初
ノ
皮
切
ト
シ
テ
模
範
ト
シ
テ
一
奸
物
ヲ
誅
シ
自
ラ
モ
自
刃
ス
」
と
す

る（
11
（

。
つ
ま
り
安
田
善
次
郎
刺
殺
は
暴
力
的
手
段
に
よ
る
国
家
改
造
運
動
の

一
部
、
そ
の
最
初
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。「
死
ノ
叫
声
」
と
い

え
ば
、
こ
の
「
予
等
ガ
渇
望
セ
ル
社
会
」
の
具
体
像
に
か
か
わ
る
国
家
改

造
運
動
に
よ
る
革
命
後
の
社
会
建
設
計
画
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
内
実
が
、
北
一

輝
の
『
国
家
改
造
原
理
大
綱
』
と
の
強
い
影
響
関
係
を
示
し
て
い
る
こ
と

に
研
究
上
の
注
目
が
あ
つ
ま
っ
て
き
た
が
、
本
稿
が
注
目
し
た
い
の
は
、

引
用
中
の
「
予
等0

」
の
ほ
う
で
あ
る
。
別
の
箇
所
で
も
「
年
少
者
」
た
る

「
予
ノ
配
下
」と
い
っ
た
表
現
が
何
度
も
で
て
く
る
。橋
川
文
三
は
す
で
に
、

こ
の
「
予
ノ
配
下
」
が
（
先
行
す
る
平
民
青
年
党
の
企
て
も
含
め
）
神
州

義
団
に
朝
日
が
集
め
た
朝
日
の
経
歴
と
同
質
性
が
高
い
青
年
達
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
と
し
て
い
る（
11
（

。
こ
の
指
摘
は
第
一
章
に
お
け
る
神
州
義
団
の

基
本
的
性
格
の
再
検
討
の
結
果
と
も
整
合
す
る
も
の
で
あ
る
。
橋
川
の
指

摘
も
ふ
ま
え
つ
つ
、「
死
ノ
叫
声
」
で
の
神
州
義
団
の
位
置
づ
け
が
示
さ

れ
て
い
る
主
要
部
分
に
つ
い
て
、
や
や
長
文
で
あ
る
が
み
て
み
た
い（
11
（

。

　
　

�

従
テ
君
側
ノ
奸
ヲ
浄
メ
奸
富
ヲ
誅
ス
ル
ハ
日
本
国
隆
昌
ノ
タ
メ
ノ
手

段
ニ
シ
テ
国
民
大
多
数
ノ
幸
福
ナ
ル
ト
共
ニ
真
正
ノ
日
本
人
タ
ル
吾

等
当
然
ノ
要
求
ナ
リ
権
利
ナ
リ
。

　
　
　
　
〔
中
略
〕

　
　

�　

昨
夏
予
ガ
組
織
セ
シ
平
民
青
年
党
ノ
如
キ
今
春
計
画
セ
シ
神
州
義

団
ノ
如
キ
ハ
実
ニ
之
ガ
実
行
機
関
タ
ラ
シ
ム
ル
真
意
ナ
リ
シ
モ
軍
資

貧
乏
ニ
シ
テ
維
持
ス
ル
能
ハ
ズ
併
モ
予
ノ
盟
友
タ
リ
配
下
タ
ル
者
ハ

ズ
ベ
テ
白
面
ノ
若
輩
ニ
シ
テ
総
テ
ノ
計
画
モ
資
金
調
達
モ
予
ノ
苦
策
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ニ
ヨ
ラ
ズ
ン
バ
立
案
ス
ル
ヲ
得
ザ
リ
シ
ナ
リ
、
既
ニ
シ
テ
再
度
ノ
計

画
ナ
ラ
ザ
リ
シ
ニ
ヨ
リ
表
面
社
会
事
業
ヲ
標
榜
シ
仇
敵
タ
ル
富
豪
ニ

出
資
セ
シ
メ
徐
々
ニ
一
味
ノ
結
束
ヲ
ナ
ス
目
的
ヲ
以
テ
「
労
働
ホ
テ

ル
」
ノ
建
設
ヲ
画
策
シ
渋
沢
子
爵
ヲ
動
カ
シ
資
金
調
達
ニ
半
歳
ノ
努

力
ヲ
為
セ
シ
モ
、〔
中
略
〕
予
茲
ニ
於
テ
軍
資
ヲ
得
ル
ノ
絶
望
ニ
シ

テ
吾
徒
ノ
共
同
動
作
ノ
難
事
ナ
ル
ヲ
知
リ
更
ニ
君
側
ノ
奸
ヲ
養
フ
彼

等
奸
富
ノ
代
表
的
人
物
一
二
ヲ
誅
シ
併
モ
尚
ホ
反
省
シ
悔
悟
セ
ザ
ル

ニ
於
テ
ハ
予
ノ
残
党
ヲ
シ
テ
決
行
セ
シ
ム
ル
ノ
遅
キ
ニ
非
ザ
ル
事
ヲ

悟
ル
。

　

朝
日
に
つ
づ
く
と
さ
れ
る
暗
殺
実
行
者
に
つ
い
て
、
こ
の
引
用
部
分
で

は
、「
予
ノ
残
党
」
と
い
う
表
現
の
ほ
か
、「
予
ノ
盟
友
タ
リ
配
下
タ
ル
者
」

と
か
き
分
け
た
も
の
が
み
ら
れ
（
同
様
の
か
き
分
け
は
「
死
ノ
叫
声
」
引

用
箇
所
以
外
に
も
み
ら
れ
る
）、
暗
殺
実
行
者
と
し
て
朝
日
が
決
行
段
階

で
明
確
に
念
頭
に
お
い
て
い
る
存
在
に
広
が
り
が
あ
る
こ
と
は
確
実
だ

が（
11
（

、
神
州
義
団
（
そ
れ
に
先
行
す
る
平
民
青
年
党
を
含
め
）
結
成
の
「
真

意
」
が
、
こ
の
直
接
行
動
に
よ
る
国
家
改
造
運
動
の
「
実
行
機
関
」
に
と

に
も
か
く
に
も
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
の
う
え

で
「
死
ノ
叫
声
」
は
、
こ
う
し
た
「
実
行
機
関
」
の
「
軍
資
欠
乏
」
に
よ

る
維
持
困
難
を
解
決
し
て
「
一
味
ノ
結
束
」
を
は
か
る
た
め
、
先
述
の
「
労

働
ホ
テ
ル
」
と
い
う
表
向
き

0

0

0

「
社
会
事
業
」
の
策
を
と
り
、「
仇
敵
た
る

富
豪
に
出
資
せ
し
め
」
て
よ
う
と
し
た
が
う
ま
く
い
か
ず
、
結
局
「
軍
資

を
得
る
の
絶
望
」「
吾
徒
の
共
同
動
作
の
難
事
」を
知
っ
た
た
め
、今
回「
奸

富
」
の
代
表
的
人
物
の
刺
殺
を
理
想
社
会
実
現
の
き
っ
か
け
と
す
る
こ
と

に
し
た
の
だ
、
と
安
田
刺
殺
と
自
刃
に
至
る
経
緯
を
「
説
明
」
し
て
い
く

の
で
あ
る（
11
（

。
こ
う
し
た
神
州
義
団
を
徹
頭
徹
尾
中
心
と
し
た
事
件
に
至
る

経
緯
の
「
説
明
」
は
、
中
島
の
よ
う
な
近
年
の
研
究
ば
か
り
か
、
当
時
の

『
嗚
呼
朝
日
平
吾
』
に
お
け
る
奥
野
の
語
り
に
も
み
ら
れ
な
い
も
の
で
あ

る
が
、
こ
こ
で
確
認
し
た
い
の
は
朝
日
の
「
説
明
」
が
「
本
当
」
な
の
か

ど
う
か
で
は
な
く
、
ま
さ
に
朝
日
自
身
が
理
想
社
会
実
現
の
た
め
の
暴
力

的
な
国
家
改
造
運
動
に
お
い
て
、
神
州
義
団
が
そ
の
「
実
行
機
関
」
な
の

だ
と
し
て
社
会
に
向
か
っ
て
明
確
に
語
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
自

体
で
あ
る
。「
斬
奸
状
」
を
神
州
義
団
の
団
長
と
し
て
の
朝
日
が
書
い
て

い
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
位
置
づ
け
を
も
つ
神
州
義
団
の
理
念
が
こ
れ
ま
で
検
討
し

て
き
た
「
神
祇
道
」
だ
っ
た
。
つ
ま
り
、
超
国
家
主
義
の
原
型
た
る
安
田

刺
殺
事
件
で
表
明
さ
れ
た
、朝
日
の「
予
等
ガ
渇
望
セ
ル
社
会
」の
イ
メ
ー

ジ
は
、
個
々
人
の
宗
教
的
な
熱
情
に
よ
っ
て
さ
さ
え
ら
れ
る
、
公
的
か
つ

宗
教
性
の
濃
厚
な
肥
大
化
し
た
神
社
観
（「
神
社-

ネ
オ
国
教
」
論
）
の
性

格
を
も
つ
「
神
祇
道
」
構
想
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
面
が
あ
っ
た
可
能
性
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が
こ
こ
に
浮
上
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
　
　

お
わ
り
に

　

第
三
章
で
み
た
よ
う
に
、
超
国
家
主
義
の
原
型
と
さ
れ
る
安
田
善
次
郎

刺
殺
事
件
に
お
い
て
、
朝
日
は
神
州
義
団
を
計
画
実
行
組
織
と
し
て
実
体

は
と
も
か
く
極
め
て
重
く
位
置
づ
け
て
い
た
。
そ
こ
に
浮
か
び
上
が
っ
て

く
る
の
は
、
朝
日
が
実
現
し
よ
う
と
し
た
理
想
社
会
の
イ
メ
ー
ジ
を
支
え

る
一
角
に
、
朝
日
の
「
神
祇
道
」
構
想
に
よ
る
宗
教
的
熱
情
に
よ
っ
て
支

え
ら
れ
る
神
道
的
な
国
民
教
化
の
あ
り
方
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性
で

あ
っ
た
。
そ
の
「
神
祇
道
」
構
想
は
第
一
章
第
二
章
で
の
検
討
に
み
た
よ

う
に
、
明
治
日
本
の
体
制
を
支
え
る
機
構
と
し
て
整
備
運
用
さ
れ
て
い
た

「
国
家
ノ
宗
祀
」
神
社
神
道
に
よ
る
国
民
教
化
の
あ
り
方
を
母
体
に
、
し

か
し
そ
こ
で
お
し
だ
さ
れ
て
い
た
公
式
的
神
社
観
で
あ
る
神
社「
非
宗
教
」

論
と
全
く
異
質
な
、
社
会
通
念
的
に
肥
大
化
し
た
公
的
か
つ
宗
教
的
な
神

社
観
（「
神
社-

ネ
オ
国
教
」
論
）
の
も
と
で
引
き
取
り
、
国
家
デ
ザ
イ
ン

の
基
本
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
以
上
の

検
討
結
果
か
ら
の
問
題
提
起
と
し
て
、
超
国
家
主
義
の
展
開
過
程
の
な
か

で
明
治
日
本
の
体
制
を
支
え
る
「
伝
統
シ
ン
ボ
ル
」
の
重
要
機
構
だ
っ
た

は
ず
の
「
国
家
ノ
宗
祀
」
神
社
神
道
が
、
超
国
家
主
義
の
「
変
革
シ
ン
ボ

ル
」
を
支
え
る
イ
メ
ー
ジ
を
も
つ
面
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点

を
提
出
し
て
お
き
た
い
と
考
え
る
。

　

も
ち
ろ
ん
本
稿
の
分
析
で
は
、
安
田
刺
殺
事
件
に
お
い
て
朝
日
は
な
ぜ

あ
れ
ほ
ど
ま
で
に
神
州
義
団
の
役
割
を
強
調
し
た
の
か
、
そ
の
思
想
的
な

意
味
が
「
神
祇
道
」
構
想
に
よ
る
の
か
ど
う
か
、
そ
も
そ
も
思
想
的
な
意

味
が
本
当
に
あ
る
か
ど
う
か
す
ら
直
接
立
証
で
き
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。「
死
ノ
叫
声
」
は
「
神
祇
道
」
構
想
を
直
接
表
明
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
の
で
あ
る
。
問
題
提
起
の
妥
当
性
を
検
討
し
て
い
く
に
は
、
ま
ず

こ
の
実
証
的
な
詰
め
を
少
し
で
も
進
展
さ
せ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

他
方
、
本
稿
の
よ
う
な
検
討
作
業
は
、
た
と
え
ば
社
会
通
念
的
な
肥
大

化
し
た
神
社
観
そ
れ
自
体
が
戦
前
社
会
に
も
っ
た
意
味
に
つ
い
て
、
議
論

を
さ
ら
に
深
め
る
て
が
か
り
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
こ
う

し
た
神
社
観
は
神
社
「
非
宗
教
」
と
い
う
極
め
て
は
っ
き
り
し
た
制
度
的

な
本
質
規
定
を
と
ら
な
い
た
め（
11
（

、
朝
日
の
「
神
祇
道
」
の
よ
う
に
、
場
合

に
よ
っ
て
は
「
国
家
ノ
宗
祀
」
が
神
社
神
道
に
限
定
さ
れ
な
い
拡
が
り
を

持
た
ざ
る
を
得
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
で
朝

日
の
神
州
義
団
の
分
析
は
ま
だ
ほ
り
さ
げ
る
べ
き
余
地
を
残
し
て
い
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
神
州
義
団
の
「
宣
伝
家
」
養
成
に
お
け
る
計
画
の
具

体
性
を
支
え
る
現
実
的
基
盤
が
、
当
時
の
朝
日
が
身
を
寄
せ
て
い
た
「
神

風
会
」
の
宮
井
鐘
次
郎
の
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
中
島
が
指
摘
し
て
い
る
こ
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と
が
重
要
で
あ
る
（
中
島
一
〇
五
～
一
〇
六
、一
一
一
～
一
一
二
頁
）。
宮

井
は
神
社
界
を
含
む
神
道
界
に
ま
た
が
っ
て
活
躍
し
、
雑
誌
『
神
風
』
や

『
忠
愛
新
聞
』
を
刊
行
し
て
い
た
。「
神
祇
道
」
構
想
に
お
け
る
神
社
神
職

代
替
と
い
う
議
論
の
現
実
性
は
、
こ
う
し
た
「
在
野
」
の
神
道
的
活
動
の

拡
が
り
に
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
今
回
は
そ
こ
ま
で
分
析

が
至
ら
な
か
っ
た
。
検
討
は
別
の
機
会
に
譲
る
こ
と
に
し
た
い（
11
（

。

註（（
）�

本
稿
で
は
超
国
家
主
義
に
つ
い
て
の
研
究
史
に
は
立
ち
い
ら
な
い
が
、
本
稿
の
理

解
に
必
要
な
限
り
で
説
明
し
て
お
く
な
ら
、
主
流
的
見
解
だ
っ
た
丸
山
真
男
の
連

続
論
的
本
質
顕
現
論
理
解
に
対
し
、
本
稿
が
依
拠
す
る
久
野
収
や
橋
川
文
三
の
理

解
は
丸
山
の
理
解
に
対
置
し
て
登
場
し
た
断
絶
論
的
立
場
で
あ
り
、
日
本
の
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
明
ら
か
な
変
質
を
そ
こ
に
み
る
も
の
で
あ
る
（
橋
川
文
三
著
・

筒
井
清
忠
編
解
説
『
昭
和
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
諸
相
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、

一
九
九
四
年
）
の
筒
井
「
解
説
」、
筒
井
「「
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
か
ら
「
昭
和

軍
国
主
義
」
へ
―
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
・
モ
ダ
ニ
ズ
ム
・
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
―
」

（『
近
代
日
本
文
化
論
Ⅰ　

近
代
日
本
へ
の
視
角
』岩
波
書
店
、一
九
九
九
年
）等
）。

な
お
両
見
解
を
後
者
を
ベ
ー
ス
に
相
互
補
完
の
関
係
に
あ
る
と
位
置
づ
け
る
最
近

の
見
解
に
、
中
島
岳
志
『
超
国
家
主
義
―
煩
悶
す
る
青
年
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
―
』

（
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
八
）
が
あ
る
。

（
2
）�

久
野
収
（
執
筆
）「
日
本
の
超
国
家
主
義
―
昭
和
維
新
の
思
想
」（
久
野
・
鶴
見
俊

輔
『
現
代
日
本
の
思
想
―
そ
の
五
つ
の
渦
―
』
岩
波
書
店
（
岩
波
新
書
）、

一
九
五
六
年
）
一
二
三
頁
。

（
（
）�

橋
川
文
三
「
昭
和
超
国
家
主
義
の
諸
相
」（
一
九
六
四
年
）、「
昭
和
維
新
試
論
」

（
一
九
七
〇
年
）。
前
者
は
『
橋
川
文
三
著
作
集　

５
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
八
五

年
（
増
補
版
二
〇
〇
一
年
））、
後
者
は
『
橋
川
文
三
著
作
集　

９
』（
筑
摩
書
房
、

二
〇
〇
一
年
）
に
そ
れ
ぞ
れ
収
録
さ
れ
た
も
の
に
よ
っ
た
。

（
4
）�

筒
井
前
掲
「「
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
か
ら
「
昭
和
軍
国
主
義
」
へ
」、
中
島
岳
志

『
朝
日
平
吾
の
憂
鬱
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
九
年
）。
な
お
、
近
代
日
本
の
実
業

エ
リ
ー
ト
の
社
会
学
的
研
究
で
あ
る
永
谷
健
『
富
豪
の
時
代　

実
業
エ
リ
ー
ト
と

近
代
日
本
』（
新
陽
社
、
二
〇
〇
七
年
）
は
、
安
田
善
次
郎
刺
殺
事
件
に
、
安
田

の
ハ
イ
カ
ル
チ
ャ
ー
戦
略
の
限
界
を
み
て
い
る
（
一
八
六
頁　

注
五
一
）。

（
（
）�

中
島
同
前
書
一
〇
七
～
一
一
二
頁
。

（
（
）�

本
稿
に
直
接
か
か
わ
り
が
深
い
筆
者
の
論
考
と
し
て
畔
上
直
樹
「
日
露
戦
後
の
神

社
中
心
主
義
と
戦
前
日
本
の
神
社
観
―
「
神
社-

ネ
オ
国
教
」
試
論
―
」（
藤
田
大

誠
編
『
国
家
神
道
と
国
体
論
―
宗
教
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
学
際
的
研
究
』
弘
文

堂
、
二
〇
一
九
年
）。
超
国
家
主
義
と
「
国
家
神
道
」
と
い
う
問
題
系
そ
れ
自
体

に
つ
い
て
は
、
畔
上
直
樹
『「
村
の
鎮
守
」
と
戦
前
日
本
―
「
国
家
神
道
」
の
地

域
社
会
史
』（
有
志
舎
、
二
〇
〇
九
年
）、
島
薗
進
『
国
家
神
道
と
日
本
人
』（
岩

波
新
書
、
二
〇
一
〇
年
）
を
参
照
。

（
（
）�

中
島
前
掲
書
『
朝
日
平
吾
の
憂
鬱
』
二
一
～
二
九
頁
参
照
。

（
（
）�

今
井
清
一
・
高
橋
正
衛
編
『
現
代
史
資
料
（
４
）　

国
家
主
義
運
動
１
』（
み
す
ず

書
房
、
一
九
六
三
年
）
四
七
九
～
四
八
二
頁
。
同
書
「
資
料
解
説
」（
高
橋
正
衛

執
筆
、
ⅻ
～
xlv
頁
）
に
よ
る
と
、
馬
場
義
続
検
事
が
執
筆
し
た
「
司
法
研
究
第

十
九
輯
報
告
書
集
十
」（「
我
国
に
於
け
る
最
近
の
国
家
主
義
乃
至
国
家
主
義
運
動

に
就
て
」）
よ
り
の
採
録
で
あ
る
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
な
お
、
同
解
説

は
『
嗚
呼
朝
日
平
吾
』
を
引
用
し
つ
つ
、
奥
野
が
朝
日
か
ら
預
か
っ
た
「
斬
奸
状
」

一
通
「
死
ノ
叫
声
」
一
通
等
『
秘
密
書
類
』
は
出
頭
し
た
奥
野
に
よ
り
警
視
庁
に

提
出
さ
れ
た
と
す
る
。
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
「
死
ノ
叫
声
」
は
一
般
に
目
に
触
れ
る

こ
と
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
が
、「
怪
文
書
」
と
し
て
ガ
リ
版
刷
で
一
部
流
出
し
た
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ら
し
い
と
す
る
（
xliv
～
xlv
頁
）。

（
（
）�
奥
野
貫
編
著
『
嗚
呼
朝
日
平
吾
』（
神
田
出
版
社
、
一
九
二
二
年
）。
な
お
、
同
時

期
の
朝
日
関
係
の
他
の
伝
記
的
文
献
や
当
時
の
新
聞
記
事
類
に
つ
い
て
今
回
直
接

は
利
用
し
て
い
な
い
。

（
（0
）�

後
者
は
奥
野
作
成
の
「
朝
日
平
吾
年
表
」
か
ら
だ
が
、
一
九
二
一
年
一
月
中
旬
「
牛

込
区
江
戸
川
端
龍
生
淵
に
居
を
定
め
神
州
義
団
の
組
織
を
画
す
」
と
あ
る
。

（
（（
）�

山
口
輝
臣
「
明
治
前
期
の
国
家
と
神
社
・
宗
教
―
神
社
が
宗
教
で
な
か
っ
た
の
は

な
ぜ
か
―
」（
小
林
和
幸
編
『
明
治
史
講
義
【
テ
ー
マ
別
】』
筑
摩
書
房
（
ち
く
ま

新
書
）、
二
〇
一
八
年
）
等
。
議
論
の
封
印
状
況
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
畔

上
前
掲
論
文
「
日
露
戦
後
の
神
社
中
心
主
義
政
策
と
戦
前
日
本
の
神
社
観
」。

（
（2
）�

畔
上
同
前
。

（
（（
）�

筒
井
清
忠
『
日
本
型
「
教
養
」
の
運
命
―
歴
史
社
会
学
的
考
察
』（
岩
波
書
店
、

一
九
九
五
年
）、
有
馬
学
『
日
本
の
近
代
４　
「
国
際
化
」
の
中
の
帝
国
日
本　

一
九
〇
五
～
一
九
二
四
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
九
年
）。

（
（4
）�

赤
澤
史
朗
「
大
正
・
昭
和
前
期
の
社
会
思
想
」（
宮
地
正
人
他
編
『
新
体
系
日
本

史
４　

政
治
社
会
思
想
史
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
）。

（
（（
）�

こ
の
よ
う
な
潮
流
も
ま
た
朝
日
の
み
の
も
の
で
は
な
く
、
一
九
二
三
年
の
北
一
輝

『
日
本
改
造
法
案
大
綱
』
を
は
じ
め
、
昭
和
戦
時
期
に
か
け
て
登
場
し
て
く
る
こ

と
に
つ
い
て
は
、
栗
田
英
彦
「
修
養
」（
大
谷
栄
一
・
菊
池
暁
・
長
岡
崇
編
著
『
日

本
宗
教
史
の
キ
ー
ワ
ー
ド
―
近
代
主
義
を
超
え
て
―
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、

二
〇
一
八
年
）。

（
（（
）�

以
上
に
つ
い
て
は
畔
上
前
掲
論
文
「
日
露
戦
後
の
神
社
中
心
主
義
政
策
と
戦
前
日

本
の
神
社
観
」。

（
（（
）�

こ
の
方
向
性
は
同
時
期
の
当
の
神
社
界
、
と
り
わ
け
そ
の
宗
教
的
活
性
化
を
主
導

し
た
地
域
神
職
層
「
在
地
神
職
的
社
会
的
活
動
派
」
や
、
教
育
界
内
部
の
宗
教
教

育
導
入
運
動
の
主
張
の
一
角
に
見
い
だ
さ
れ
る
（
畔
上
同
前
、
畔
上
前
掲
書
『「
村

の
鎮
守
」
と
戦
前
日
本
』）。

（
（（
）�「
死
ノ
叫
声
」
は
そ
の
内
容
か
ら
か
つ
て
北
一
輝
執
筆
者
説
が
と
な
え
ら
れ
た
こ

と
も
あ
っ
た
が
、
近
年
は
朝
日
平
吾
の
手
に
な
る
と
す
る
こ
と
で
意
見
が
ほ
ぼ
一

致
し
て
い
る
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
今
井
清
一
・
高
橋
正
衛
編
前
掲
『
現
代
史
資

料
（
４
）　

国
家
主
義
運
動
１
』
解
説
xlv
頁
、
中
島
一
四
三
頁
。

（
（（
）�

橋
川
前
掲
「
昭
和
維
新
試
論
」
一
六
四
頁
。

（
20
）�『
嗚
呼
朝
日
平
吾
』（
例
え
ば
二
六
五
頁
）
を
は
じ
め
、
事
件
当
時
か
ら
こ
れ
は
同

様
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
神
州
義
団
と
事
件
の
関
連
を
臭
わ
せ
る
記

述
が
当
時
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
検
討
を
要
す
る
。

（
2（
）�

前
掲
『
現
代
史
資
料
（
４
）』
四
七
九
頁
。

（
22
）�

同
前
四
八
一
頁
。

（
2（
）�

注
（（
に
同
。

（
24
）�

前
掲
『
現
代
史
資
料
（
４
）』
四
八
〇
～
四
八
一
頁
。

（
2（
）�「
盟
友
」
に
つ
い
て
は
、「
吾
等
十
数
年
来
…
…
具
サ
ニ
肺
肝
ヲ
砕
キ
家
ヲ
捨
テ
親

ヲ
忘
レ
東
ニ
西
ニ
孤
独
流
転
シ
既
ニ
数
百
名
ノ
盟
友
を
得
タ
リ
」
と
も
あ
る
（
同

前
四
八
〇
頁
）。

（
2（
）�

こ
の
資
金
問
題
は
確
か
に
『
嗚
呼
朝
日
平
吾
』
で
の
神
州
義
団
「
一
班
方
針
」
五

か
条
の
（
五
）
で
「
経
営
費
を
理
解
あ
り
同
情
あ
る
名
士
や
富
豪
の
後
援
に
俟
つ
」

と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
対
応
し
て
い
る
（
奥
野
二
六
五
頁
）。

（
2（
）�

こ
の
点
、「
積
極
的
神
社
非
宗
教
論
」
と
研
究
上
よ
ば
れ
る
も
の
も
含
め
丁
寧
な

議
論
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
さ
し
あ
た
り
、
畔
上
前
掲
論
文
「
日
露

戦
後
の
神
社
中
心
主
義
政
策
と
戦
前
日
本
の
神
社
観
」、
畔
上
前
掲
書
『「
村
の
鎮

守
」
と
戦
前
日
本
』、
畔
上
「
帰
一
協
会
と
二
〇
世
紀
初
頭
の
神
社
界
」（『
渋
沢

研
究
』
二
四
、二
〇
一
二
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
2（
）�

趣
意
書
を
し
め
く
く
る
「
誠
意
神
に
通
ず
」
部
分
に
は
、「
神
風
会
長
と
し
て
忠

愛
新
聞
社
主
と
し
て
斯
道
に
尽
瘁
さ
れ
た
宮
井
〔
鐘
次
郎
〕
先
生
に
私
の
熱
誠
を

認
め
ら
れ
先
生
の
有
た
る
龍
生
淵
を
開
放
し
更
に
機
関
雑
誌
神
風
及
忠
愛
新
聞
を

も
開
放
し
権
大
教
正
日
並
一
二
師
と
共
に
講
師
た
る
事
を
も
快
諾
」
と
あ
る
（
奥
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野
二
六
三
頁
、
注
（0
も
参
照
）。
こ
の
よ
う
な
関
心
か
ら
は
、
木
村
悠
之
介
「
明

治
後
期
に
お
け
る
神
道
改
革
の
潮
流
と
行
方
―
教
派
神
道
と
『
日
本
主
義
』
か
ら

「
国
家
神
道
」
へ
―
」（『
神
道
文
化
』
三
一
、二
〇
一
九
年
）
に
お
け
る
近
代
神
道

を
広
く
動
態
的
に
み
る
な
か
で
の
宮
井
・
神
風
会
の
最
新
の
研
究
に
お
け
る
位
置

づ
け
が
重
要
な
論
点
を
提
示
し
て
い
る
。
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
木
村
氏
に
は

本
稿
作
成
に
あ
た
り
種
々
ご
教
示
を
賜
っ
た
。
記
し
て
感
謝
し
た
い
。


