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国
家
神
道
の
問
題
は
、

テ
ー
マ
で
あ
り
、

ま
た
社
会
的
関
心
も
大
き

の
日
本
の
政
治
・
文
生
・

な
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
国
家
神
道
の
特
質
に
焦
点
を
当
て
て
、
国
家
神
道
を
支
え
て
い
た
、

て
の
却
炉
勢
神
容
と
講
罷
神
社
の
問
題
に
及
び
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
初
め
に
若
干
、
一
夜
葉
の
説
明
を
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と

い
ま
す
が
、
国
家
神
道
と
い
う
用
語
が
一
般
的
に
用
い
ら
れ
る
の
は
、
襲
戦
後
の
こ
と
で
す
。
戦
前
に
も
国
家
的
神
道
と
い
う
一
一
言
い

一
般
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
戦
後
こ
の
設
葉
が
一
般
牝
す
る
き
っ
か
げ
に
な
っ
た
の
は
、
占
領
当
初
、
数
戦

い
わ
ゆ
る
神
道
指
令
で
す
。
そ
の
中
の

m
g
z
ω
Z
D
g
の
訳
語
と
し
て
、
国
家
神
還
が
登
場
し

戦
争
中
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
の
日
本
研
究
者
の
閣
で
ご
く
普
通
に
使
わ
れ
て
い
た
よ

の
問
題
と
し

一
つ
の
隠
大
な
支
柱
と
し

ガ
が
あ
り
ま
し
た
が
、

の
年
の
十
二
月
十
五
日
に
出
た
、

ま
す
。
こ
の

ω
s
g
m山

F
2
8
と
い

う
で
す
が
、
そ
の
訳
語
と
し
て
欝
家
神
道
が
霊
場
す
る
訳
で
す
。
そ
の
後
、
こ
の
言
葉
が
戦
麓
の
国
家
と
結
び
つ
い
た
神
道
の
総
称

図書長神道{村上}

と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

般
的
な
意
味
を
含
め
て
、
箇
家
神
道
と
は
ど
う
い
う
範
強
を
指
す
か
、
と
い
う
こ
と
に
及
び
た
い
と
思

い
ま
す
。
先
ず
定
義
的
な
一
言
い
方
を
し
ま
す
と
、
富
家
神
道
と
は
近
代
天
皇
制
出
家
の
臨
家
宗
教
で
あ
る
、
と
言
え
る
と
患
い

そ
れ
で
は
、
宗
教
学
と
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も
う
少
し
具
体
的
に

い
ま
す
と
、
日
本
の
伝
統
的
な
宗
教
の
つ
で
あ
る
神
社
の
宗
教
、
神
社
神
道
を
掴
家
が
全
面
的

つ
け
て
盟
家
宗
教
と
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
神
社
神
道
お

は
、
羅
史
的
に
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
を
見
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
は
後
に
触
れ
る
こ
と
に
し
ま
す
。
国
家
神
道
の
出

発
点
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
一
八
六
八
年
〈
慶
応
四
年
、
明
治
一
元
年
)
の
明
治
維
新
で
す
。
明
治
維
新
の
王
致
復
古
の
拐
め
に
、
祭
政

一
致
、
持
紙
宮
再
興
の
布
告
が
詰
ま
し
て
、
神
道
を
国
教
生
ず
る
基
本
路
線
が
掲
げ
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
変
転
を
重
ね
ま
す
が
、

一
繋
し
て
神
社
の
宗
教
を
公
の
も
の
と
し
て
穣
立
し
て
い
く
政
策
が
採
ら
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
神
仏
分
離
に
よ
っ
て
、
仏
教
、
儒
教
、

韓
隣
道
な
ど
と
結
び
つ
い
た
要
素
を
、
神
社
か
ら
除
去
す
る
。
そ
し
て
、
全
神
社
を
一
一
兆
的
に
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
に
一
縮
成
し
て
、
そ
の

頂
点
に
伊
勢
神
宮
を
塞
く
ο

摂
勢
神
宮
は
、
天
棄
の
祖
先
神
〈
串
1

寵
神
〉
の
天
照
大
神
を
、
内
宮
(
泉
大
神
宮
)
に
担
っ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
天
議
と
一
体
化
さ
れ
ま
す
。
こ
う
い
う
形
で
、
神
社
神
道
が
天
皇
の
宗
教
的
権
戒
と
つ
な
が
る
と
い
う
講
造
を
も
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
天
皇
と
神
社
を
結
び
つ
け
た
新
し
い
罷
家
宗
教
を
、
盟
民
に
上
か
ら
組
識
的
に
教
え
普
及
し
て
ゆ
く
。
こ
れ
が
大
教
官
一
布

で
あ
り
、
国
民
教
北
政
策
と
い
わ
れ
る
も
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
地
均
し
を
経
て
、
使
議
上
、
明
治
・
大
正
で
申
し
ま
す
と
、
明
治

十
年
代
に
入
っ
て
察
記
と
宗
教
の
分
離
と
い
う
捲
寵
に
よ
っ
て
、
神
社
神
道
を
一
般
の
宗
教
と
別
次
一
見
に
撞
い
て
切
り
離
し
、
非
宗

教
と
い
う
伎
罷
付
け
を
し
ま
す
。
こ
の
措
震
に
よ
っ
て
、
悶
家
神
道
の
基
本
的
な
形
が
定
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
後
、
帝

障
憲
法
の
発
布
を
経
て
開
明
治
後
嬢
か
ら
大
正
期
を
中
心
に
、
神
社
の
制
度
一
砲
が
詳
細
に
拡
充
整
備
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
が
い
わ
ば
制
制
度

的
な
完
成
顛
と
い
う
べ
き
も
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
遍
程
そ
経
て
、
い
わ
ゆ
る
十
去
年
戦
争
の
時
期
に
は
神
道
告
が
横
溢
し
、
国
民

に
神
社
参
拝
の
強
制
な
ど
が
重
く
の
し
か
か
っ
て
く
る
と
い
う
国
家
神
道
全
盛
の
時
代
を
迎
え
る
訳
で
す
。
ぞ
れ
が
太
平
洋
戦
争
の

数
戦
に
よ
っ
て
瓦
解
し
、
国
家
神
道
の
禁
止
に
よ
り
、
全
神
社
が
国
家
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
、
民
間
の
宗
教
と
し
て
続
く
と
い
う
形

こ
の
間
七
十
数
年
の
麗
史
が
あ
る
訳
で
す
が
、
こ
れ
は
、
閏
家
補
避
の
形
成
、
そ
し
て
整
備
、
そ
の
最
盛
期
、

を
と
っ
て
い
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解
体
、

と
い
う
臣
ま
ぐ
る
し
い
歩
み
を
続
け
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
悶
家
神
道
の
特
賞
、

そ
の
構
議
、
思
想
を
見
る
上
で
、

い
く
つ
か
の
見
逃
せ
な
い
ポ
イ
ン
ト
が
あ
り
ま
す
。
そ
の

つ
は
、
持
社
神
道
と
い
う
宗
教
が
持
っ
て
い
る
特
畿
で
す
。
宗
教
学
の
よ
で
、
宗
教
を
様
々
な
形
で
類
型
化
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
ま

す
が
、
ご
く
欝
通
に
宗
教
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
が
浮
か
ぶ
キ
リ
ス
ト
教
と
か
イ
ス
ラ
ム
教
と
か
仏
教
の
よ
う
な
代
表
的
宗
教
は
、
宗
教

の
類
型
の
上
で
は
創
唱
宗
教
問
。
室
内

M
a
2
5
-
S
と
い
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
特
定
の
創
唱
者
、
教
誌
が
あ
っ
て
、
そ
の
人
に
帰
せ
ら

れ
る
教
義
、
教
理
が
あ
り
、
そ
の
教
え
が
、
人
種
、
臨
境
、
一
言
語
、
習
俗
な
ど
の
枠
組
み
を
感
え
て
、
全
枇
界
的
に
布
教
さ
れ
る
と

い
う
構
造
を
持
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
神
と
は
、
蕗
越
的
な
存
症
を
広
く
指
す
訳
で
す
が
、
普
通
的
な
神
を
掲
げ
、
布
教
に
よ

っ
て
世
界
的
に
広
が
る
構
造
を
持
っ
た
宗
教
が
創
鴎
宗
教
で
、
宗
教
の
大
小
と
は
関
係
あ
り
ま
せ
ん
。
の
世
界
で
は
、
有
力
な

制
制
鴫
宗
教
が
地
球
の
瞬
々
ま
で
そ
の
教
え
を
及
ぼ
し
て
い
ま
す
。
ま
と
ま
っ
た
社
会
的
な
宗
教
勢
力
を
代
表
す
る
も
の
は
、
一
一

教
と
枠
ば
れ
る
、
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
、
弘
教
等
の
劃
唱
宗
教
で
す
が
、
実
は
、
既
ム
史
的
に
瀦
り
、
あ
る
い
は
今
日
の
世
界

で
も
、
創
唱
宗
教
で
は
な
い
タ
イ
プ
の
京
教
が
広
く
見
ら
れ
ま
す
。
艶
娼
祭
教
は
…
般
に
古
代
社
会
に
お
い
て
古
代
間
家
の
没
落
期

も
ち
ろ
ん
人
類
は
宗
教
を
持
っ
て
い

そ
う
い
う
創
唱
宗
教
に
先
立
つ
宗
教
で
あ
り
、
そ
し
て
、
融
機
宗
教
が
全
世
界
に
広
ま
っ
た
後
も
畏
く
伝
統
を
伝
え
、
生
き
続
け
て

い
る
タ
イ
プ
の
宗
教
、
ぞ
れ
を
民
族
宗
教
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
民
族
宗
教
は
、
ゲ
ル
マ
ン
民
族
と
か
大
和
民
族
と
い
う
場
合
の
民
族

と
い
う
用
語
と
は
別
の
訳
語
で
す
。
民
族
学
と
呼
ば
れ
る
学
問
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
民
族
学
が
鳴
ら
か
に
し
た
類
患
の
宗
教
と

い
う
意
味
で
す
。
長
族
に
当
た
る
一
言
葉
は

2
V
2
2

に
金
ま
れ
て
く
る
と
い
う
農
史
的
性
格
を
持
っ
て
い
ま
す
が
、

そ
れ
以
前
に
も
、

関家持主義〈村上)

か
ら
え
Y
E
m
v
Z町
一
柱
。
ロ
と
時
ぶ
訳
で

で
す
。

そ
の
訳
語
と
し

長
族
宗
教

を
用
い
ま
す
。
民
族
宗
教
は
、
未
開
校
会
あ
る
い
は
累
始
社
会
と
時
ば
れ
る
、
生
産
力
の
低
い
半
閉
韻
的
な
状
畿
の
小
社
会
の
宗
教

が
モ
デ
ル
で
、
艶
喝
宗
教
と
は
異
な
っ
た
類
型
を
成
し
て
い
ま
す
。
そ
の
特
徴
は
、
特
定
の
社
会
集
閉
が
社
会
集
岡
山
と
し
て
営
む
宗

宗教法第器移(1987)
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教
で
あ
る
と
い
う
点
に
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
郵
曙
宗
教
が
人
間
の
内
面
的
な
問
題
を
捉
え
、
人
々
の
倍
仰
を
集
め
る
こ
と
に
よ
っ

も
と
も
と
成
立
し
て
い
る
単
役
社
会
集
団
が
そ
の
ま
ま
京
教
集
冒
と
し
て
機
能
す

て
宗
教
集
鴎
を
大
き
く
し
て
い
く
の
に
対
し
て
、

る
み
の
宗
教
で
す
。
こ
の
宗
教
は
、
生
産
と
そ
の
集
団
の
存
続
、
繁
栄
に
窮
わ
る
儀
礼
を
主
な
機

能
と
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
端
的
に
言
え
ば
、
集
閣
の
宗
教
で
あ
っ
て
、
機
礼
が
中
、
む
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
民
族

家
教
が
掲
げ
る
神
は
、
そ
の
集
盟
限
り
の
神
で
す
。
例
え
ば
、
日
本
の
牒
始
農
耕
社
会
に
つ
い
て
考
え
ま
す
と
、
そ
の
一
つ
の
単
位

で
あ
る
農
耕
集
獲
が
、
集
団
を
挙
げ
て
土
地
持
を
祭
り
、
土
地
神
が
も
た
ら
す
災
い
を
予
め
押
し
止
ど
め
、
そ
の
力
を
自
分
た
ち
の

生
産
と
生
命
の
存
続
に
プ
ラ
ス
に
な
る
よ
う
に
顕
う
、
そ
う
い
う
祭
り
が
中
、
む
に
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
民
族
宗
教
の
行
わ
れ
て
い

る
社
会
で
は
、
普
通
的
な
錨
健
を
も
っ
絶
対
的
存
在
の
観
愈
は
も
と
も
と
な
く
、
そ
の
集
間
限
り
の
神
を
そ
の
集
団
が
挙
げ
て
宿
仰

し
祭
る
と
い
う
形
を
と
る
訳
で
す
。
こ
の
よ
う
な
宗
教
は
、
畠
略
宗
教
よ
り
も
さ
ら
に
吉
い
タ
イ
プ
で
あ
り
、
定
議
化
し
た
犠
礼
を

誤
り
な
く
営
み
、
子
々
孫
々
が
そ
れ
を
受
け
継
ぐ
こ
と
に
本
領
が
あ
り
ま
す
。
人
の
内
固
に
関
わ
る
教
え
、
教
義
、
教
理
の
よ
う
な

領
域
は
発
達
し
て
い
な
い
し
、
ま
た
集
団
摂
り
の
神
で
す
か
ら
、
そ
れ
を
外
に
向
か
っ
て
広
め
及
ぽ
す
と
い
う
こ
と
は
、
本
来
意
味

を
持
た
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
教
義
士
宮
本
来
は
持
っ
て
い
な
い
し
、
布
教
す
る
こ
と
が
な
い
、
と
い
う
の
が
特
徴
で
す
。

世
界
的
に
晃
ま
す
と
、
創
唱
宗
教
が
広
が
っ
て
い
く
、
椀
え
ば
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
キ
リ
ス
ト
教
化
し
て
い
く
と
い
う
言
い
方
を
し
ま
す
。

と
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
化
さ
れ
た
倒
か

る
と
い
う
特
徴
を
持
つ
、

そ
こ
に
賠
た
も
と
も
と
の
入
、
ス
ラ
プ
人
で
あ
る
と
か
ケ
ル
ト
人
で
あ
る
と
か
、

キ
リ
ス
ト
教
に
よ
っ
て
呑
み
込
ま
れ
て
ゆ
き
、
本

来
の
骨
組
み
を
失
っ
た
と
い
う
こ
と
に
龍
な
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
顧
問
唱
宗
教
に
よ
る
一
元
北
が
進
む
と
い
う
こ
と
は
、
由
民
族
京
教
が

解
体
し
て
い
く
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
世
界
の
宗
教
を
晃
ま
す
と
、
そ
の
よ
う
な
形
で
典
型
的
に
単
一
の
宗
教
が
支
寵
的
な
地
位
を

、
キ
リ
ス
ト
教
組
盤
、
あ
る
い
は
イ
ス
ラ
ム
教
閣
、
南
方
仏
教
麗
の
よ
う
な
地
域
も
あ
り
ま
す
が
、
制
制
唱
宗
教
に
よ
る
単
一
化

そ
う
い
う
人
々
が
受
け
扱
え
て
き
た
民
族
宗
教
な
い
し
そ
の
発
展
し
た
宗
教
が
、

占
め
た
、

s 宗教法第 6考(1987)



国家神遂〈村上)

が
潜
ま
な
か
っ
た
地
域
も
見
ら
れ
ま
す
。
日
本
は
、
き
わ
め
て
特
別
な
歩
み
そ
し
た
社
会
で
す
。
日
本
の
場
合
に
は
、
古
代
に
仏
教
、

儒
教
、
道
教
の
よ
う
な
ア
ジ
ア
大
織
の
発
達
し
た
宗
教
が
訴
え
ら
れ
ま
す
が
、
固
有
の
民
族
宗
教
、
こ
れ
は
原
始
神
道
か
ら
古
代
持

道
へ
と
発
展
し
ま
す
が
、
こ
の
神
道
は
、
そ
れ
ら
と
習
合
は
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
完
全
に
そ
れ
ら
に
怨
摂
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
長
く

続
き
ま
す
。
基
本
的
に
は
、
地
織
的
あ
る
い
は
血
縁
的
な
小
さ
い
社
一
婦
、
氏
神
、
鎮
守
、
産
土
の
類
で
す
が
、
こ
う
い
う
土
地
と
結

び
つ
い
た
神
社
の
宗
教
と
い
う
形
で
、
長
く
生
き
続
け
る
訳
で
す
。
逆
に
替
え
ば
、
創
唱
宗
教
が
並
び
栄
え
、
一
定
の
勢
力
を
い
ね
め

去
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
一
元
的
な
も
の
で
は
な
く
、
多
元
的
な
形
で
民
衆
の
生
活
に
棋
を
下
ろ
し
ま
す
。
そ
し
て
問
時
に
、
民
篠

宗
教
の
系
統
が
、
神
社
神
道
と
い
う
形
で
調
牲
を
失
わ
、
ず
に
存
続
す
る
と
い
う
形
を
と
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
日
本
の
京
教
の
震
史

的
特
徴
は
、
宗
教
の
多
元
的
並
存
之
、
民
族
宗
教
の
存
続
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。
こ
の
一
両
者
は
切
り
離
れ
で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、

宗
教
が
多
元
的
に
並
存
し
た
た
め
に
、
ぞ
れ
が
完
全
に
民
藤
宗
教
の
骨
組
み
を
溶
か
し
て
怒
摂
し
、
容
み
込
ん
で
し
ま
う
カ
を
持
た

な
か
っ
た
。
逆
に
ま
た
、
民
族
京
教
が
そ
の
骨
組
み
そ
保
ち
続
け
た
た
め
に
、
単
一
の
宗
教
に
よ
る
一
一
兆
化
が
進
ま
な
か
っ
た
。
一
向

者
が
互
い
に
原
菌
で
あ
り
か
つ
結
果
で
あ
る
よ
う
な
関
係
で
、
部
本
の
宗
教
は
幕
末
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
明
治

維
新
の
王
政
援
古
に
よ
り
、
こ
の
宗
教
状
読
に
一
大
変
革
が
加
え
ら
れ
ま
し
た
。
天
皇
一
の
親
政
を
後
古
す
る
と
い
う
こ
と
を
掲
げ
て

成
立
し
た
新
政
殺
は
、
成
立
早
々
、
祭
政
一
致
、
神
祇
官
再
興
を
布
告
し
ま
す
。
つ
ま
り
政
治
と
神
を
祭
る
こ
と
は
一
体
で
あ
る
と

い
う
舎
代
的
錨
概
念
を
改
め
て
掲
げ
る
訳
で
す
。
神
社
持
道
は
、
歴
史
的
に
見
て
、
仏
教
と
深
く
醤
合
し
、
さ
ら
に
は
そ
の
教
義
、
神

遊
説
と
い
い
ま
す
が
、
そ
れ
そ
発
麗
き
そ
る
過
程
で
、
儒
教
、
道
教
の
観
念
を
採
り
入
れ
て
き
ま
し
た
。
本
来
犠
礼
の
宗
教
で
あ
っ

て
、
教
義
そ
欠
い
て
い
た
神
社
神
道
は
、
京
教
と
し
て
の
内
容
そ
他
の
宗
教
と
の
習
会
に
よ
っ
て
自
己
形
成
し
て
き
た
塵
史
が
あ
り

ま
す
。
し
た
が
っ
て
神
社
の
禁
神
に
も
、
元
々
の
天
つ
持
、
屈
っ
神
に
加
え
て
、
仏
教
系
、
道
教
系
の
神
々
、
あ
る
い
は
人
間
関
の
譲

を
怒
る
御
霊
借
都
内
系
な
ど
の
薪
し
い
神
々
が
登
場
し
ま
す
。
伺
よ
り
も
先
ず
、
神
道
は
仏
教
と
深
く
結
び
つ
き
、
百
本
の
神
々
は
普

7 宗教法第6号(1告書7)



遍
的
な
真
理
で
あ
る
仏
法
そ
守
る
存
在
と
し
て
、

よ
っ
て
、
神
社
か
ら
仏
教
そ
の
他
外
来
の
宗
教
の
要
素
を

離
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い

車

す
。
明
治
維
新
当
初
の
神
仏
判
然
の
命
令
に

揮
す
る
と
い
う
搭
盤
が
と
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
奈
良
時
代
に
始
ま
る

京事主主主第6号住吉87)

神
仏
警
合
の
置
史
を
一
変
さ
せ
る
破
天
荒
な
出
来
事
で
す
。
こ
の
神
仏
分
離
に
よ
っ
て
、
歴
史
的
に
形
成
し
て
き
た
内
容
を
一
部
締

破
糞
に
し
た
全
神
社
を
、
今
壌
は
政
府
で
一
元
的
に
醸
成
し
直
し
ま
す
。
こ
う
し
て
国
家
神
道
の
構
法
が
基
本
的
に
決
ま
り
ま

す。
そ
こ
で
霞
家
神
道
の
構
造
と
特
閣
の
ご
く
特
徴
的
な
点
そ
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。
先
、
ず
神
社
の
制
度
震
を
、
説
明
い
た
し
ま
す
。

以
下
説
明
し
ま
す
こ
と
は
、
制
撲
と
し
て
は
か
な
り
長
い
期
間
、
明
治
末
か
ら
大
正
期
あ
た
り
に
か
け
て
整
え
ら
れ
た
も
の
を
合
ん

で
い
ま
す
が
、
頭
家
神
道
の
い
わ
ば
完
成
し
た
形
態
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
慈
味
で
紹
介
す
る
訳
で
す
。
先
ず
全
国

の
神
社
は
国
家
の
宗
寵
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
捧
げ
ら
れ
ま
す
。
京
誕
と
は
、
尊
ん
で
記
る
所
と
い
う
意
味
で
す
が
、
要
は
留
の
祭

り
を
す
る
議
設
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
頂
点
に
は
、
伊
勢
神
宮
が
驚
か
れ
ま
す
。
こ
れ
そ
本
宗
と
略
び
ま
す
c

総
本
山
出
の
よ
う
な
意
味
で
す
。
神
社
は
、
幕
末
、
明
治
維
新
の
時
点
で
、
大
小
十
九
万
社
余
り
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
明
治
後
期

に
爵
止
、
合
併
が
進
み
、
十
一
一
万
社
聴
に
減
り
ま
す
。
法
的
な
位
震
で
は
、
神
社
は
神
社
明
細
帳
と
い
う
、
い
わ
ば
公
簿
に
記
載
さ

れ
、
営
造
物
法
人
の
薮
い
で
留
家
の
施
設
と
し
て
桂
麗
付
け
ら
れ
ま
す
。
神
社
に
は
、
極
め
て
巨
大
な
有
力
神
社
か
ら
、
巷
の
社
、

輔
の
類
に
護
る
ま
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
ら
の
神
社
が
伺
ら
か
の
意
味
で
公
の
性
格
安
認
め
ら
れ
、
そ
の
運
営
と
施
設
の
整
備
等
、

神
社
の
尊
厳
を
保
つ
こ
と
に
カ
が
注
が
れ
た
結
果
、
多
く
の
小
樽
社
の
擁
止
、
合
併
が
行
わ
れ
、
だ
い
た
い
の
基
準
で
は
、
出
村
に

そ
れ
ぞ
れ
一
な
い
し
数
社
の
神
社
が
あ
っ
た
も
の
を
、
行
政
特
に
一
社
の
欝
で
整
備
し
て
い
く
方
針
が
と
ら
れ
中
市
仇
し
た
。
地
神
社
を
中

心
に
、
そ
の
集
落
の
住
民
が
氏
子
崇
敬
者
と
い
う
形
で
結
び
つ
け
ら
れ
る
と
い
う
、
神
社
中
心
主
義
が
と
ら
れ
ま
し
た
。
こ
う
い
う

大
小
の
神
社
は
、
に
よ
っ
て
格
付
け
さ
れ
ま
し
た
。
本
宗
で
あ
る
伊
勢
神
宮
は
正
式
に
は
神
宮
と
い
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
社
格
を



援護家神道{村上)

超
え
た
特
別
府
な
存
在
と
さ
れ
ま
す
。
そ
の
下
に
官
社
と
い
い
ま
し
て
、
鴎
家
的
な
意
義
の
大
き
い
神
社
が
、
官
幣
社
の
大
二
中
・
小
、

臨
幣
社
の
大
・
中
・
小
、
別
格
官
幣
社
と
い
う
社
格
で
位
彊
付
げ
ら
れ
ま
す
。
宮
社
は
国
家
神
道
を
代
表
す
る
神
社
と
し
て
4

議
論
さ

れ
ま
す
。
そ
の
下
に
諮
社
が
あ
り
、
地
域
的
に
有
力
な
も
の
は
府
嬢
社
と
な
り
、
明
治
維
新
直
後
に
は
郷
社
と
い
う
ラ
ン
ク
も
あ
り

ま
し
た
が
、
後
に
鴇
え
ま
す
。
そ
の
下
に
村
社
が
あ
り
、
ぞ
れ
以
外
の
小
神
社
は
無
格
社
と
さ
れ
ま
す
。
こ
の
格
付
け
は
同
時
に
、

そ
こ
に
奉
仕
す
る
神
職
の
身
分
と
結
び
つ
い
て
い
ま
す
。
神
官
神
犠
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
続
渡
的
に
整
っ
た
後
は
、
神
宮

と
は
伊
勢
神
宮
の
神
職
を
言
い
ま
す
。
こ
れ
は
害
吏
明
、
す
。
伊
勢
神
富
に
は
、
祭
主
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
皇
族
で
あ
り
翠
配
管

で
、
天
皇
が
自
ら
任
命
し
ま
す
。
今
日
の
認
絞
官
に
当
た
り
ま
す
。
そ
し
て
大
宮
司
が
勅
任
宮
で
、
内
務
大
同
組
の
監
督
を
う
け
る
と

い
う
構
溺
に
な
っ
て
い
ま
す
。
一
綾
神
社
に
つ
い
て
は
、
官
社
お
よ
び
諸
社
に
、
そ
れ
ぞ
れ
等
級
の
瀧
う
神
職
が
配
聾
さ
れ
て
い
ま

す
。
宮
喝
、
藤
宜
、
投
司
、
社
撃
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
階
級
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、
そ
の
等
級
に
諮
じ
た
待
遇
官
吏
で
す
、
つ
ま

り
、
官
吏
と
し
て
の
待
遇
を
受
け
る
公
の
身
分
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
経
営
一
留
に
お
い
て
は
、
神
社
の
経
堂
は
、
幕
末
ま
で
は

主
と
し
て
神
領
・
社
領
等
と
い
わ
れ
る
所
有
地
の
技
入
と
神
社
の
杜
臓
で
得
る
収
入
、
こ
れ
は
社
襲
収
入
と
か
投
入
金
な
ど
と
い
い

ま
す
が
、
社
頭
で
の
売
上
げ
や
欝
養
銭
の
頬
と
で
賄
わ
れ
て
い
た
訳
で
す
。
明
治
維
新
後
、
社
額
の
上
知
と
い
う
形
で
、
神
社
の
所

有
地
は
宮
収
さ
れ
ま
す
。
神
社
の
境
内
地
は
原
則
刑
と
し
て
国
有
埼
で
す
が
、
額
々
の
神
社
の
龍
用
に
供
さ
れ
る
と
い
う
形
に
な
り
ま

す
。
社
韻
は
上
知
さ
れ
ま
し
た
が
、
問
問
家
神
道
の
施
設
で
あ
る
大
小
の
神
社
に
は
、
国
と
し
て
の
軽
減
例
的
な
支
え
が
実
現
し
ま
し
た
。

こ
れ
を
、
供
進
金
制
震
と
い
い
ま
す
。
官
社
(
官
幣
社
、
国
幣
投
〉
に
つ
い
て
は
、
臨
費
か
ら
供
進
金
が
出
ま
す
。
つ
ま
り
閣
が
財
政

を
支
え
ま
す
。
諸
社
に
は
、
公
費
供
進
金
制
度
と
い
い
ま
し
て
、
地
方
費
が
供
進
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
に
社
一
瞬
収
入
を
加
え
た
も
の
で
、

神
社
の
経
営
が
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
国
費
*
公
費
の
供
進
金
は
、
神
社
に
よ
っ
て
そ
の
比
率
が
様
々
で
す
が
、
大
体
一

O
な
い
し
二

O
パ
ー
セ
ン
ト
ぐ
ら
い
が
錨
わ
れ
て
い
た
と
い
う
の
が
大
勢
の
よ
う
で
す
。
ま
た
、
官
教
に
つ
い
て
は
、
経
繋
を
確
立
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し
、
戒
厳
を
保
つ
た
め
に
、
基
本
桝
財
産
を
設
定
し
て
、
そ
の
杓
子
校
入
を
も
っ
て
経
費
の
一
部
に
患
で
る
こ
と
が
制
産
化
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
国
家
神
道
そ
支
え
る
神
社
、
特
に
代
表
的
な
神
社
で
あ
る
宮
幣
杜
、
国
幣
社
に
つ
い
て
は
、

10 

い
討
議
的
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な
基
礎
設
定
が
行
わ
れ
て
い

次
に
神
社
の
管
轄
の
賄
額
を
見
ま
す
と
、
開
明
治
初
年
、
神
祇
宮
が
再
興
さ
れ
こ
れ
は
、
古
代
の
律
令
制
護
に
倣
っ
た
も
の

で
す
。
こ
の
近
代
に
復
活
し
た
神
祇
誌
は
、
古
代
の
神
議
官
と
か
な
り
趣
き
を
奥
に
し
て
い
ま
す
。
そ
の
管
轄
は
、
直
接
・
間
接
様
々

な
形
で
は
あ
り
ま
す
が
、
全
神
社
に
及
ん
で
い
ま
す
。
古
代
の
神
祇
制
度
で
は
、
特
定
の
有
力
神
社
が
神
祇
智
と
つ
な
が
る
と
い
う

形
を
と
り
ま
す
が
、
近
代
の
場
合
に
は
、
津
々
浦
々
の
小
神
社
に
至
る
ま
で
政
底
的
が
掌
握
す
る
と
い
う
特
撤
が
あ
り
ま
す
。
も
う
一

つ
、
古
代
に
は
な
か
っ
た
、
笈
教
を
監
す
と
い
う
職
掌
が
縄
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
笠
教
と
は
教
え
を
貰
ベ
る
、
と
い
う
意
味
で
、
明

治
維
新
当
初
に
は
、
天
皇
令
中
心
と
す
る
盟
体
の
教
え
、
神
社
の
崇
敬
を
基
礎
付
け
る
宗
教
教
義
を
大
教
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
こ
れ

は
、
当
時
の
神
道
は
神
仏
習
合
の
神
道
が
主
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
と
の
違
い
を
強
謹
す
る
た
め
に
特
に
大
教
と
呼
ん
だ
も
の

で
す
。

わ
れ
ま
す
。
こ
の
教
え
を
菌
民
に
布
教
し
て
ゆ
く
仕
事
が
、
宜
教
で
す
。
関
民
教
化
、
と
い
う
言
い
方
も
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ

教
が
神
紙
官
の
仕
事
と
し
て
議
視
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
神
仏
合
併
布
教
、
そ
し
て
大
教
院
の
藷
止
と
い
う
変
転
を
経
て
、
こ
の

コ
i
ス
が
切
り
変
わ
り
、
や
が
て
祭
認
と
宗
教
の
分
雛
と
い
う
こ
と
で
、
神
社
神
道
は
一
般
宗
教
と
切
り
離
さ
れ
る
訳
で
す
が
、
明

治
十
年
代
以
後
は
神
社
は
内
務
省
の
管
轄
と
な
り
ま
す
。
内
務
省
は
戦
前
の
閣
内
統
治
に
中
、
む
的
投
簡
を
果
た
し
た
中
央
官
蕎
で
す

が
、
そ
の
主
要
な
仕
事
は
地
方
行
政
と
警
察
持
政
と
神
社
行
政
で
し
た
。
た
だ
し
大
正
初
期
ま
で
は
、
宗
教
行
政
を
も
含
め
て
い
ま

し
た
が
、
宗
教
行
政
は
大
正
二
年
に
文
部
復
に
移
管
怒
れ
ま
す
。
戦
前
に
は
、
神
社
持
政
は
一
粛
し
て
、
舟
務
省
の
管
轄
事
項
と
な

っ
て
い
ま
す
。
内
務
省
神
社
閣
が
そ
れ
に
当
た
り
ま
し
た
。
神
社
行
政
に
つ
い
て
は
、
神
識
に
よ
る
神
離
に
関
す
る
中
央
宮
衡
の
復

興
運
動
が
あ
り
ま
す
。
持
紙
官
、
持
紙
省
と
あ
っ
た
中
央
官
衡
が
潤
識
し
た
の
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
す
る
相
続
強
い
運
動
が
あ
っ
た
訳
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で
す
が
、
こ
れ
は
、
紀
元
一
一
千
六
百
年
を
期
し
て
、
内
務
省
の
外
馬
と
し
て
神
祇
院
が
設
立
祭
れ
、

十
五
年
戦
争
の
最
終
段
階
で
は
、
神
紙
読
が
神
社
行
政
を
管
轄
し
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
器
家
神
道
は
宗
教
で
は
な
い
と
い
う
建

訴
で
、
一
般
の
祭
教
、
特
に
神
道
系
の
宗
教
と
誌
躍
さ
れ
ま
す
。
神
道
系
宗
教
は
、
教
派
持
道
と
い
う
名
で
編
成
さ
れ
て
一
行
き
ま
す
。

こ
の
間
家
神
道
を
大
前
提
と
し
て
、
そ
の
枠
内
で
神
仏
基
〈
教
派
神
道
、
仏
教
、
キ
リ
ス
ト
教
〉
の
一
ニ
グ
ル
ー
プ
の
宗
教
が
そ
の
活
動
を

認
め
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
が
臣
家
神
道
体
制
と
呼
ぶ
戦
前
の
宗
教
体
制
制
の
基
本
的
な
形
で
す
。
神
社
非
宗
教
と
い
う
こ
と
は
、
政
請
の

建
鶴
、
公
の
立
場
で
す
。
ま
た
罷
時
に
、
公
認
宗
教
は
存
在
し
な
い
と
い
う
の
も
、
政
府
の
建
前
、
公
の
立
場
で
し
た
が
、
神
仏
義

三
教
は
、
そ
の
代
表
者
が
動
佼
官
待
遇
を
受
げ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
公
の
性
格
を
帯
び
た
事
実
上
の
公
認
宗
教

で
あ
っ
た
と
い
え
ま
み
9
0

こ
の
よ
う
な
佐
観
付
げ
は
、
麓
史
的
に
辿
っ
て
み
ま
す
と
、
国
家
神
道
を
大
日
本
帝
霞
の
間
体
に
発
す
る

も
の
と
し
て
、
国
家
宗
教
北
し
た
訳
で
す
。
し
か
し
神
社
は
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
位
む
一
般
の
宗
教
と
競
合
す
る
部
分
を
持
っ
て

い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
、
原
開
と
し
て
神
社
神
道
は
宗
教
、
活
動
を
行
わ
な
い
、
と
い
う
制
約
を
付
け
た
よ
で
、
一
殻
宗
教
と
は
異
な

り
非
宗
教
で
宗
教
を
越
え
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
位
置
付
け
を
し
て
、
帝
国
憲
法
一
一
十
八
条
の
僧
教
の
自
由
の
保
脇
陣
と
の
矛
般
を

沼
灘
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
帝
国
憲
法
で
掲
げ
ら
れ
る
信
教
の
自
由
の
相
規
定
は
、
基
本
的
に
は
、
明
治
初
年
む
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制

の
高
札
撤
去
以
来
の
婆
勢
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
毘
民
の
健
簡
を
権
利
と
し
て
尊
重
す
る
と
い
う
発
想
か
ら
出
た
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
文
境
問
化
、
富
国
強
兵
を
急
ぐ
新
政
府
に
と
っ
て
、
欧
米
の
キ
リ
ス
ト
教
の
国
々
へ
の
外
交
上
の
配
意
と
、
不
平
等
条
約

改
正
に
よ
る
問
権
の
確
窓
と
い
う
筆
上
命
令
の
た
め
に
、
日
本
に
お
い
て
信
教
は
自
由
で
あ
る
、
と
特
に
強
調
す
る
必
要
が
あ
っ
た

と
い
う
態
史
的
事
情
が
あ
り
ま
す
。
一
信
教
の
白
血
と
い
う
一
言
葉
は
掃
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
大
前
提
と
し
て
悶
家
神
道
の
強
制

が
あ
っ
た
と
い
う
講
瀧
に
な
っ
て
い
ま
す
。

次
に
、
鹿
家
神
選
は
何
を
一
行
い
、
間
を
説
い
て
い
た
の
か
と
い
う
、
祭
認
と
教
義
を
説
明
い
た
し
ま
す
。
神
社
は
、
努
舵
を
す
る

応
そ
の
毘
的
を
達
し
ま
し
た
。
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擁
設
で
す
。
そ
れ
で
は
、
国
家
神
道
下
の
神
社
は
ど
う
い
う
祭
把
を
し
て
い
た
か
と
い
い
ま
す
と
、
伊
勢
神
宮
に
つ
い
て
は
別
に
述

べ
ま
す
が
、
一
般
神
社
に
つ
い
て
は
、
内
務
省
が
神
社
祭
式
を
定
め
て
い
ま
す
。
ぞ
れ
は
、
議
室
で
行
わ
れ
る
祭
献
を
基
準
と
し
て
、

神
社
の
察
り
を
編
成
し
た
も
の
と
い
え
ま
す
。
留
家
禅
譲
の
下
に
お
い
て
は
、
神
社
の
祭
杷
も
屈
に
よ
っ
て
爾
一
起
き
れ
、
そ
C
基

準
と
な
っ
た
も
の
は
議
中
の
車
窓
神
道
の
繋
り
で
あ
る
と
い
う
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
そ
の
意
味
で
も
、
全
額
の
神
社
に
は

天
皇
の
宗
教
的
構
成
が
貫
轍
し
て
い
た
と
替
え
ま
す
。
神
社
は
ど
う
い
う
教
え
を
掲
げ
て
い
た
か
と
い
い
ま
す
と
、
神
道
は
宗
教
で

は
な
く
教
義
は
な
い
と
い
う
建
前
で
し
た
が
、
突
は
強
烈
な
宗
教
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
揚
げ
て
い
ま
す
。
端
的

以
来
の
霞
家
の
基
本
的
な
姿
勢
で
あ
る
祭
政

明
治
維
新

致
を
形
に
表
b
し
た
も
の
が
神
社
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
神
社
へ
の

崇
敬
は
、

そ
の
ま
ま
現
人
神
天
議
へ
の
崇
拝
と
つ
な
が
っ
て
い
く
構
造
に
な
っ
て
い

の
天
皇
が
統
治
す
る
万
邦
無
比
の

E
本
の
障
の
賛
美
、
い
わ
ゆ
る
国
体
の
教
義
が
神
社
の
教
識
に
当
た
り
ま
す
。
さ
ら
に
こ
の
天
皇

の
御
稜
威
を
広
く
全
世
界
に
及
ぼ
す
こ
と
が
、
日
本
人
の
尊
い
朗
氏
命
で
あ
る
と
い
う
八
紘
…
宇
の
教
義
が
掲
げ
ら
れ
た
訳
で
す
。
こ

れ
だ
け
の
大
々
的
な
制
度
を
持
ち
、
祭
寵
を
通
じ
て
国
民
と
の
結
び
つ
き
を
深
め
た
関
家
神
道
で
す
が
、
法
的
に
は
ど
う
い
う
根
拠

ま
こ
と
に
意
外
な
こ
と
で
す
が
、
こ
と
さ
ら
法
的
に
根
横
付
け
る
も
の
は
な
い
と
い
う

天
賊
大
神
か
ら
連
綿
と
続
く
万
世

を
持
っ
て
い
た
か
と
い
い
ま
す
と
、

い
と
思
い
ま
す
。
戦
前
、
神
社
法
制
定
の
要
求
が
あ
り
ま
し
た
が
、

は
な
ぜ
神
社
が
閣
の
祭
間
の
施
設
と
し
て
適
用
し
た
の
か
と
言
い
ま
す
と
、
明
治
西
年
蕊
月
十
四
日
の
太
政
管
が
神
職
、
社
家
の
世

襲
を
麗
す
る
際
の
布
告
の
冒
頭
に
「
神
社
の
儀
は
、
岡
家
の
宗
殺
に
し
て
一
人
一
家
の
私
有
す
べ
き
に
在
ら
ざ
る
は
、
も
ち
ろ
ん
の

事
に
候
所
L

云
々
、
と
あ
る
の
を
担
根
拠
と
し
て
い
た
か
ら
で
す
。
神
社
と
い
う
も
の
は
、
国
家
が
尊
ん
で
祭
る
と
こ
ろ
の
も
の
だ
と

い
う
意
味
の
布
告
の
言
葉
を
親
艶
と
し
、
帯
留
轡
法
発
布
後
は
、
こ
れ
を
そ
の
七
十
六
条
…
項
の
憲
法
や
法
律
に
矛
麗
し
な
い
現
行

の
法
令
類
は
有
効
と
い
う
遵
由
規
定
を
接
照
し
て
、
有
効
で
あ
る
と
晃
な
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

神
社
法
と
い
う
形
で
は
実
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
で

こ
の
よ
う
に
法
的
根
拠
は
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系



非
常
に
弱
い
の
で
す
が
、
相
夫
際
の
神
社
の
運
用
で
は
、
神
窓
に
つ
い
て
は
主
と
し
て
穀
令
で
、

で
そ
の
都
度
規
則
等
を
定
め
て
き
た
、
と
い
う
形
そ
と
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
伊
勢
神
擦
と
靖
国
神
社
は
、
悶
家
神
道
で
ど
う
い
う
役
割
前
を
果
た
し
た
か
と
い
う
問
題
を
最
後
に
述
べ
た
い
と
患
い

ま
す
。
先
ず
伊
勢
神
宮
で
す
が
、
こ
れ
は
、
全
神
社
の
本
宗
と
し
て
校
讃
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
伊
勢
神
宮
は
日
本
有
数

一
般
神
社
に
つ
い
て
は
、
内
務
省
令

国家事事選(村上}

い
持

そ
れ
に
次
ぐ
吉
社
で
あ
り
、
古
代
に
お
い
て
罰
家
の
最
高
持
、
皇

室
の
祖
先
神
を
祭
る
神
社
と
し
て
確
立
し
た
訳
で
す
。
古
代
麗
家
の
没
務
後
、
次
第
に
罷
衆
の
需
に
そ
の
信
仰
が
広
ま
っ
て
、
江
戸

時
代
に
は
現
世
利
益
持
の
性
格
が
強
く
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
投
鐙
は
神
社
の
中
で
は
抜
群
で
、
幕
府
が
与
え
た
朱
印
領
の

み
で
も
田
万
一
一
千
石
と
い
う
拡
大
な
社
領
を
揮
し
て
い
ま
す
。
明
治
維
新
後
、
明
治
四
年
に
神
社
の
本
宗
と
結
め
ら
れ
、
直
ち
に
神

紙
宮
が
改
革
を
断
行
し
ま
す
。
こ
れ
を
神
宮
御
改
正
と
い
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
詩
に
、
天
照
大
神
を
祭
る
内
宮
を
外
蜜
よ
り
上
位
に

寵
く
こ
と
が
初
め
て
確
定
し
ま
す
。
内
・
外
宮
対
等
と
い
う
の
が
伝
統
な
の
で
す
が
、
内
宮
を
上
位
と
し
ま
す
。
そ
し
て
、
御
諮
そ

の
地
に
よ
る
震
や
大
蘇
な
ど
の
製
作
と
販
布
な
ど
の
要
素
を
切
り
捨
て
る
と
い
う
措
置
を
と
っ
て
、
い
わ
ば
闇
家
神
道
の
奈
議
所
と

し
て
、
厳
か
な
も
の
に
作
り
変
え
ま
し
た
。
伊
勢
神
宮
の
祭
記
は
、
皇
霊
祭
詑
と
一
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
ま
す
。
ま

た
皐
一
窓
察
寵
の
縞
戒
の
上
で
は
、
明
諮
問
年
に
神
宮
改
革
が
或
り
ま
す
と
、
そ
の
年
の
九
月
か
ら
、
伊
勢
神
宮
の
収
種
祭
に
当
た
る

神
嘗
祭
を
豊
中
金
持
道
の
大
祭
に
加
え
て
い
ま
す
。
と
の
よ
う
に
、
皇
室
神
潜
と
伊
勢
神
宮
は
、
斑
結
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
臨
療
の

共
進
は
、
同
例
え
ば
大
正
九
年
で
二
十
万
円
と
い
う
巨
額
が
支
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
歴
史
的
極
め
て
古
い
神
社
を
国
家

神
道
の
柱
と
し
て
整
備
し
、
多
額
の
国
饗
を
注
ぎ
込
み
、
特
に
ニ
十
年
ご
と
の
遷
宮
は
回
を
追
う
ご
と
に
大
規
模
化
し
ま
し
た
。
こ

う
い
う
整
舗
に
よ
っ
て
、
捗
勢
神
窓
が
国
家
神
道
の
中
心
と
し
て
確
立
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

壁
史
的
に
古
い
悠
遠
な
歩
み
を
続
け
て
き
た
神
社
が
、
殺
め
て
富
家
神
道
の
総
本
山
山
に
揚
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
訳
で
す

社
で
す
。
指
さ
で
は
出
欝
大
社
の
方
が
き
い
と
患
わ
れ
ま
す
が
、
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が
、
ぞ
れ
と
同
持
に
、
政
府
は
国
家
神
道
の
も
う

驚
の
一
っ
と
惑
い
ま
す
が
、
極
度
に
古
い
も
の
と
極
く
新
し
い
も
の
を
あ
え
て
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
き
わ
め
て
フ
レ
キ
シ
ブ
ル

な
存
在
形
態
を
と
り
ま
す
。
関
家
神
道
も
そ
の
延
長
綾
上
に
あ
る
訳
で
、
畿
も
吉
い
伊
勢
神
宮
と
、
新
た
に
作
っ
た
矯
臨
神
社
を
支

註
と
し
て
、
愚
民
の
需
に
棋
を
下
ろ
し
て
い
く
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
ま
す
。
靖
悶
神
社
に
つ
い
て
は
、
今
日
議
ん
に
論
議
が
あ
り

ま
す
が
、
霞
家
神
道
の
神
社
と
い
う
も
の
が
、
天
皇
と
神
社
を
直
結
す
る
こ
と
で
基
本
的
な
性
格
が
で
き
て
い
る
と
す
れ
ば
、
靖
閉
倒

神
社
は
も
う
一
つ
軍
と
い
う
要
素
が
あ
り
、
天
皇
・
箪
・
神
社
を
一
体
化
し
た
宗
教
施
設
で
あ
る
と
い
え
る
と
思
い
ま
す
。
靖
国
神

社
は
、
明
阜
の
施
設
で
あ
り
、
明
治
天
患
の
意
志
で
東
京
招
魂
社
と
し
て
創
建
さ
れ
る
訳
で
す
が
、
こ
の
挺
建
に
当
た
っ
て
、
天
皇
の

軍
隊
を
作
っ
て
い
く
こ
擦
と
し
て
大
き
な
力
が
註
が
れ
ま
す
。
例
え
ば
、
そ
の
運
営
の
た
め
に
社
領
一
万
石
を
与
え
て
い
ま
す
。
朱

印
領
を
比
較
し
て
み
ま
す
と
、
一
万
石
以
よ
と
い
う
の
は
、
江
戸
時
代
に
は
、
伊
勢
神
宮
と
春
日
大
社
、
日
光
東
照
宮
の
三
社
の
み

で
、
東
鎮
官
は
関
じ
一
万
石
で
す
。
で
す
か
ら
、
い
か
に
新
し
く
作
っ
た
東
京
招
魂
社
が
重
繋
な
意
味
を
も
つ
も
の
と
し
て
捉
え
ら

れ
て
い
た
か
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
し
て
、
明
治
七
年
に
は
、
東
京
招
魂
社
に
明
治
天
皇
が
自
ら
参
拝
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
天
皇
の

神
社
参
拝
、
特
に
臣
民
を
肥
っ
た
神
社
へ
の
参
拝
と
し
て
異
抑
制
中
の
異
例
で
、
い
か
に
東
京
招
魂
社
、
後
の
靖
毘
神
社
を
重
ん
じ
て

い
た
か
を
示
し
て
い
ま
す
。
こ
の
搭
魂
社
が
西
高
戦
争
後
、
神
社
に
改
め
ら
れ
、
靖
謹
神
社
と
い
う
名
称
に
な
り
、
別
格
官
幣
社
に

列
せ
ら
れ
、
甲
車
の
管
理
下
で
戦
争
ご
と
に
戦
没
者
を
合
配
し
て
甚
大
し
、
敗
戦
そ
濯
え
た
こ
と
は
、
今
詰
指
識
さ
れ
議
じ
ら
れ
て
い

る
通
り
で
す
。

つ
の
新
し
い
支
柱
と
し
て
、
靖
国
神
社
そ
作
り
牢
仇
し
た
。
こ
れ
は
天
議
制
の
持
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伊
勢
神
宮
と
靖
龍
神
社
と
い
う
巨
大
な
支
柱
に
支
え
ら
れ
て
、
富
家
神
道
は
そ
の
機
能
を
発
揮
し
ま
し
た
。
そ
の
基
本
は
天
袋
崇

拝
と
箪
国
主
義
で
あ
っ
た
と
い
え
ま
す
。
語
家
神
道
の
基
礎
に
あ
る
も
の
は
、
民
族
宗
教
が
本
来
持
っ
て
い
る
集
盟
中
心
主
義
で
あ

り
、
構
値
の
基
準
を
集
盟
の
枠
内
に
誼
く
、
ヱ
ス
ノ
・
セ
ン
ト
リ
ズ
ム
で
す
。
こ
の
集
団
の
京
理
が
、
日
本
と
い
う
近
代
化
ず
る
闘
の



語
家
大
に
そ
の
ま
ま
拡
大
さ
れ
機
能
し
て
い
た
、

国家事車道(村上)

と
い
う
こ
と
に
な
る
と
患
い
ま
す
。
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