
国
家
神
道
の
発
展
と
機
龍

ー
現
代
の
醤
家
と
宗
教
の
分
離
制
度
の
背
景
と
し
て
i

ロ
コ
パ
ン
ト
・
ヱ
ル
ン
ス
ト

{
東
洋
大
学
}

本
稿
の
話
的
は
、

明
治
如
剰
に
珍
け
る
悶
家
神
道
の
発
展
と
そ
の
機
能
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
日
の
日
本
が
抱
え
る
政
教

問
題
を
考
え
る
一
つ
の
視
点
を
謹
起
す
る
こ
と
に
あ
る
。
特
に
筆
裳
は
、
外
国
人
で
あ
る
の
で
、
織
か
い
研
究
よ
り
も
、
こ
の
間
岡
崎

の
輪
郭
の
把
握
に
努
め
た
方
が
適
切
と
思
い
、
本
識
の
テ
!
?
を
上
記
の
も
の
に
設
定
し
た
。

調
家
持
活
の
発
展

国家事事主誌の発展と機能{口 3パント)

ま
ず
、
間
四
家
持
遂
の
発
展
に
は
、
私
見
に
よ
れ
ば

つ
の
前
段
階
が
あ
説
。
初
め
は

-
七
二
年

一
八
六
八
年
か
ら
一
八
七

ま
で
、
そ
し
て
、
次
は

一
八
七
二
年
か
ら
一
八
八
四
年
あ
た
り
ま
で
で
あ
る
。
そ
の
初
鶏
の
前
段
踏
の
特
徴
は
、
神
道
に
は
そ
の

ま
ま
国
教
と
し
て
の
地
位
が
与
え
ら
れ
て
い
た
、

と
い
う
点
に
あ
る
。
そ
れ
に
関
わ
る
諸
政
策
の
前
提
と
し
て
は
、
神
仏
分
離
が
行

こ
れ
と
平
行
し
て
、
神
紙
窓
が
設
立
さ
れ
、

な
わ
れ
、

八
七
一
年
に
は

の
神
社
は
「
箆
家
の
宗
寵
」
と
な
る
こ
と
に
よ

り
、
社
家
は
廃
止
さ
れ
、
雨
時
に
総
て
の
神
社
に
、
祇
格
制
制
度
が
導
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
社
格
制
度
は
全
閣
の
神
授
を
、
伊

勢
神
宮
を
頂
点
と
し
て
、
郷
社
、
村
社
に
至
る
ま
で
を
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
形
に
編
成
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
又
、
同
時
に
行
な
わ
れ

た
氏
子
取
り
讃
べ
と
の
結
び
つ
き
で
日
本
国
民
を
制
度
的
に
神
道
の
枠
組
の
中
に
取
り
こ
み
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
岡
民
の
信
抑
を
、

宗教炊事号 (990)41 



身
近
な
村
社
、
郷
社
か
ら
、
官
社
を
経
て
、
伊
勢
衿
宮
に
導
き
、

そ
れ
を
尊
崇
す
る
こ
と
で
米
皇
と
の
結
ぴ
つ
き
を
は
か
り
、
き
ら

に
、
明
治
政
府
に
結
び
つ
か
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
?
み
る
。
こ
の
神
道
国
教
化
一
政
策
に
伴
っ
て
、
神
職
は
官
擦
と
な
り
、
神
道

は
「
昇
格
」
さ
れ
た
。
し
か
し
、
持
議
は
そ
れ
な
り
の
代
議
そ
払
っ
た
。
神
職
が
神
宮
に
な
る
こ
と
に
よ
り
、
神
戦
以
外
の
経
歴
を

持
つ
人
物
も
神
官
に
任
命
さ
れ
る
し
、
転
勤
も
起
こ
る
。
神
道
の
地
方
色
の
濃
さ
を
患
う
と
、
従
来
の
村
祭
約
な
、
淡
い
は
、
民
俗

的
な
神
遂
の
夜
り
方
合
弱
花
さ
せ
る
こ
と
に
も
繁
が
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
神
道
の
政
治
的
な
掴
教
化
は
、
各
地
方
の
宗
教

的
な
習
償
、
信
仰
に
影
響
を
い
今
、
ぇ
、
国
民
の
生
活
信
条
と
し
て
の
神
道
的
生
き
方
を
、
或
る
反
面
、
弱
化
さ
せ
た
と
言
っ
て
良
い
で

あ
ろ
う
。
肯
定
で
あ
れ
、
苔
定
で
あ
れ
、
神
道
の
国
教
化
政
策
を
評
価
す
る
に
は
、

ラ
ス
の
面
ば
か
り
で
は
な
く

マ
イ
ナ
ス
の

面
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
も
、
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

き
て
、
以
上
の
様
に
、
明
治
政
府
は
、
神
道
の
国
教
化
を
行
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
ぞ
れ
は
や
は
り
う
ま
く
行
か
な
か
っ
た
。
な

ぜ
な
ら
ば
、
近
代
国
家
を
設
立
す
る
に
は
、
古
代
の
埋
念
と
し
て
の
神
道
が
、
近
代
の
理
主
に
適
合
す
る
は
ず
も
な
か
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
明
治
政
府
は
、
そ
の
事
情
を
認
識
す
る
も
の
の
、
神
道
を
完
全
に
放
棄
す
る
の
で
は
な
く
、
林
道
を
思
想
的
道
具
と
し
て
利

用
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
神
道
の
祭
配
的
な
側
面
と
、
宗
教
的
教
学
の
鱒
面
を
、

不
完
全
な
が
ら
分
離
し
た
の

で
あ
る
。
そ
の
具
体
的
な
処
置
と
し
て
、
も
と
も
と
、
神
紙
管
に
あ
っ
た
神
殿
を
、
宮
中
に
移
し
て
、
然
記
の
管
轄
を
式
部
寮
に
移

し
た
の
で
あ
る
。
明
治
政
府
が
、
神
道
を
よ
り
強
く
国
家
に
縄
入
し
よ
う
と
寸
る
意
図
が
、
こ
こ
に
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら

化
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
こ
の

岡
家
神
道
の
二
番
目
の
前
段
階
に
と
っ
て
は
、
二
次
的
な
問
問
題
で
あ
っ
た
。
む
し
ろ
、
最
も
議
婆
な
問
問
題
は
、
こ
の
時
期
、
平
行
す

に
弔
こ
の
時
期
の
具
体
的
な
例
と
し
て
は

八
七

一
年
以
降
の
神
社
祭
式
の
会
出
統

る
形
で
行
な
わ
れ
た
神
道
を
教
理
化
し
よ
う
と
す
る
政
策
と
一
吉
悶
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
全
国
の
総
て
の
神
織
を
教
導
職
に
任
命
し
、

ニ
条
教
恵
、
及
ぴ
、
そ
の
後
、
十
一
兼
題
、
十
七
兼
題
を
設
毒
し
て
、
神
道
、
成
は
、
神
識
を
、
宗
教
的
魯
蒙
選
動
の
担
い
手
と
し
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は
、
姑
傍
聴
だ
け
で
誌
な
く
、
僧
侶
も
編
入
さ
れ
、
弘
教
側
に
と
っ
て
は
、
か
な
り
厳
し
い

結
果
と
な
っ
た
。
ぞ
れ
は
、
大
教
院
の
神
殿
で
は
、
僧
仰
聞
も
神
式
で
祭
詑
を
為
さ
ね
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
説
教
の
内
容
も
大
騒
に
国

家
の
側
か
ら
決
定
さ
れ
て
お
り
、
自
由
に
仏
教
の
説
教
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
政
府
の
方
針
転
換
に
よ

て
利
用
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
担
い

っ
て
、
仏
教
は
一
見
、
再
び
公
認
さ
れ
た
の
だ
が
、
し
か
し
実
擦
に
は
、
仏
教
そ
れ
自
体
の
宗
教
的
な
在
り
方
に
さ
え
、
政
府
の
干

渉
が
為
さ
れ
廃
仏
殿
釈
の
時
期
よ
り
も
、
厳
し
い
打
撃
を
受
け
た
の
で
あ
る
。

〕
の
様
に
、

一
八
六
八
年
以
陣
の
神
社
政
策
を
見
て
行
く
と
、
さ
ら
に
、
次
の
点
が
印
象
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
当
初
試
皇
室

に
縁
の
あ
る
数
少
な
い
神
社
だ
け
が
特
射
待
遇
を
受
け
、
さ
ら
に
、
過
去
の
勅
祭
社
を
現
夜
に
護
活
さ
せ
、
神
紙
宮
室
支
配
社
、
準

毅
祭
社
等
の
新
し
い
、
社
格
の
よ
う
な
も
の
を
順
次
斜
内
応
す
る
と
共
に
、
次
々
と
国
家
へ
編
入
し
、
特
別
待
還
を
与
え
た
神
社
の
カ

リ
ー
を
拡
張
し
て
、
遂
に
、

一
八
七

年
の
社
格
制
側
室
に
よ
っ
て
、
購
柱
、
村
社
ま
で
を
も
、
語
家
と
結
び
つ
け
た
の
で
あ

る
む
こ
の
よ
う
む
し
て
、
明
治
政
勝
は
全
国
の
持
託
を
臨
家
の
機
能
の
一
部
分
は
控
置
づ
け
た
の
だ
が
、

そ
れ
だ
け
で
は
、
構
神
的

器
盤
と
し
て
は
足
り
ず
、
今
度
は
そ
れ
ま
で
の
政
策
の
延
長
線
上
に
、
間
関
家
か
ら
も
っ
と
離
れ
て
下
に
在
っ
た
、
弘
教
そ
の
他
の
諸

関耳東神道の発車震と機後{ロコパント)

宗
教
も
、
こ
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
形
的
組
織
に
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
家
の
京
教
釣
精
神
的
な
碁
盤
を
確
立
し
よ
う
と
し
た
の

で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
政
策
も
成
功
し
な
か
っ
た
。
仏
教
側
の
抵
抗
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
訣
震
は
縛
議
の
性
格
を
全
く
無
視
し
た

も
の
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
神
道
は
本
来
、
教
法
宗
教
で
は
な
く
、
神
道
か
ら
祭
紀
を
切
り
離
し
て
、
神
滋
を
教
理
中
心
の

々
無
理
な
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
記
。
そ
こ
で
、
政
府
は
、

教
に
改
造
し
よ
う
と
い
う
試
み
は
、

八
八
二
年
に
教
導
職
と
神

そ
の
ニ
年
後
に
は
教
導
職
そ
の
も
の
を
廃
止
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
政
府
は
、

職
を
分
離
し
、

八
，ヒ

の
出
発
点
に
一
民
つ

て
、
今
度
は
散
銭
的
な
祭
教
分
離
を
行
な
っ
た
c

そ
の
具
体
的
な
政
策
と
し
て
、

方
で
は
、
神
道
の
宗
教
的
、
信
条
的
な
議
動
を

宗宗教法9与す (19害容}43 



担
う
も
の
と
し
て
の
神
道
教
派
の
特
煮
を
認
め
、
他
方
で
は
、
神
社
又
は
神
職
に
は
、
説
教
及
び
そ
の
他
の
宗
教
的
活
動
を
禁
止
し

正
惑
に
諒
う
な
ら
ば
、
神
社
に
対
し
て
は
説
教
と
葬
儀
だ
け
が
禁
止
さ
れ
た
の
で
み
り
、
宗
教
活
動
が
禁

止
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
、
「
葬
儀
」
が
一
般
に
♂
京
教
活
動
」
を
意
味
す
る
こ
と
は
定
説
の
よ
う
で
あ
る
。

た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、

以
上
の
政
策
は
、
原
則
的
に
は
、
会
留
の
総
て
の
神
社
に
適
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
実
際
的
に
は
、
官
社
に
つ
い
て
の
み
、
そ
の

政
策
は
実
行
さ
れ
た
の
で
る
る
。
民
社
に
つ
い
て
は
、
「
但
府
県
社
以
下
ハ
当
分
従
前
之
通
」
と
迄
め
ら
れ
て
い
た
ο

こ
の
然
教
分

離
政
策
は
官
社
を
中
心
と
し
た
林
道
を
宗
教
的
に
骨
抜
き
に
し
、
よ
り
密
緩
に
、
間
出
家
の
下
に
、
従
滋
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ

る
。
実
勢
、
こ
の
時
点
か
ら
、
掛
川
添
神
道
の
基
本
的
な
性
格
が
、
形
成
さ
れ
た
と
考
、
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
国
家
神
滋
の

教
学
約
機
函
に
は
、
教
育
勅
舗
が
重
要
な
総
聞
き
を
有
し
て
い
る
の
で
、
最
終
的
に
は
、

一
八
九

O
年
頃
か
ら
、
日
間
家
神
道
の
基
本
的

性
格
が
形
成
さ
れ
た
と
考
え
る
方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
の
国
家
神
道
の
発
震
に
は
、
確
か
に
、

一
九

O
O年
に
は
、
社
寺
仰
向

が
神
社
時
と
宗
教
同
に
分
離
さ
れ
た
り
、

九
部

G
年
の
神
棋
院
設
す
一
等
の
出
来
事
が
あ
っ
た
が
、

そ
れ
ら
の
藷
績
は
、
細
か
い
方

針
許
圧
に
過
ぎ
ず
、
富
家
神
道
の
基
本
的
性
格
培
、

以
上
の
よ
う
な
段
階
で
離
京
さ
れ
た
と
考
え
て
よ
い
と
mm
ゅう。

閉
山
家
神
道
形
成
の
許
酪
性

さ
て
、
盟
家
神
道
史
を
現
在
の
観
点
か
ら
検
討
す
る
と
、
次
の
様
な
問
問
題
が
改
め
て
関
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
す
な
わ

ち
、
国
家
神
滋
の
発
麗
逃
程
は
、
計
画
的
だ
っ
た
の
か
、

そ
れ
と
も
、
偶
黙
の
成
り
行
き
の
産
物
だ
っ
た
の
か
。
そ
し
て
、

は
、
他
京
教
を
圧
迫
守
る
意
志
が
あ
っ
た
の
か
、
な
か
っ
た
の
か
。
以
上

一
つ
の
縄
離
を
考
察
す
る
た
め
に
は
、
神
道
が
明
治
掻
家

の
精
神
的
基
盤
に
さ
れ
た
理
由
を
、
前
提
と
し
て
関
わ
ね
ば
砧
な
る
ま
い
。
ホ
ル
ト
ム

一
八
八
四

l

九
六
一
一
)

(む

-n-zc日付。器
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に
よ
る
と
、
神
道
以
外
に
は
、
新
し
い
政
権
の
基
盤
じ
な
り
得
る
も
の
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
話
。
す
な
わ
ち
、
仏
教
は
、

近
世
に
堕
落
し
て
、
悶
民
に
誌
く
ひ
ん
し
ゅ
く
を
買
っ
た
た
め
、
過
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
し
、
キ
リ
ス
ト
教
は
、

圧
の
歴
史
も
あ
り
、
外
国
の
宗
教
と
し
て
不
信
も
強
く
そ
れ
は
、
絶
対
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
議
教

に
は
、
宗
教
的
組
識
も
な
い
の
で
、
結
果
と
し
て
、
神
道
の
み
が
、
そ
の
碁
盤
と
を
り
得
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
ホ
ル
ト
ム

の
考
え
方
は
一
側
崩
し
か
播
ら
え
て
い
な
い
。
そ
も
そ
も
、
世
帯
主
擁
夷
の
名
の
下
に
行
な
わ
れ
た
明
治
維
新
は
、
当
懇
の
成
り
行
き

と
し
て
王
政
復
合
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
り
、
明
治
国
家
の
誕
生
が
、

の
碁
盤
で
あ
る
神
道
、
砂
町
、
当
初
か
ら
そ
の
支
柱
に
し
て

い
た
の
は
、
ご
く
自
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
一
八
八
八
年
六
月
の
伊
藤
博
文
の
務
各
な
演
説
に
、

如
実
に
あ
ら
わ
れ
て

い
る
。
彼
は
、

天
窓
以
外
に
は
、
新
し
い

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
わ

の
積
神
的
慕
盤
に
な
り
得
る
も
の
は
な
い
、

か
る
様
に
、

天
皇
は
、
そ
の
支
配
権
を
疋
山
羽
化
す
る
も
の
で
あ
っ

そ
し
て
、

の
地
説
草

明
治
の
新
し
い
政
権
に
と
っ
て
、

ぴ
支
配
権
は
、
神
道
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

開
明
治
出
家
に
と
っ
て
は
、
そ
の
本
来
の
性
格
上
、
神
道
以
外

め
宗
教
は
、
決
し

そ
の
構
神
的
碁
盤
に
は
な
り
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

E議議定争中道の発展と機毒装(0コパント)

さ
て
、
以
上
の
考
察
か
ら
、
改
め
て
、
国
家
林
道
の
発
展
、
過
程
が
計
画
的
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
問
う
な
ら
ぽ
、

ぞ
れ
は
一
怒
っ
て

非
計
一
機
的
と
き
問
う
外
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
一
言
う
の
も
、
菌
家
神
道
の
形
成
及
ぴ
性
絡
は
、

つ
だ
け
の
神
社
法
に
よ
っ
て
で
は
な

く
、
憲
法
を
初
め
と
し
て
、
様
々
な
法
律
、
布
告
、
達
、
政
令
等
に
よ
っ
て
判
制
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
先
に
挙
げ
た

の
宗
教
政
策
の
変
一
史
、

つ
ま
り
、

八
七
二
年
と
一
八
八
附
四
年
?
の
政
策
の
変
更
も
、
当
時
め
非
計
一
倒
性
、
砂
川
裏
付
け
る
も
の
と
忍
わ
れ

る
。
ま
た
、
神
道
及
び
神
社
の
智
轄
官
庁
の
変
議
会
見
る
と
、
持
誠
事
務
課
か
ら
衿
証
事
務
見
そ
し
て
、
神
祇
宮
か
ら
、
性
格
の
逮

う
神
紙
宮
へ
、
さ
ら
に
は
、
神
祇
省
、
教
部
省
、
内
務
省
社
寺
川
崎
へ
と
、
次
々
と
そ
の
管
轄
官
庁
が
変
漉
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
関
家
神
道
の
発
展
は
非
計
齢
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
裏
付
け
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
、

八
七
一
年
以
前
の
社
絡
制
度 弾つ
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は
、
神
蔵
官
ノ
直
接
支
配
の
下
に
、
動
祭
社
、
数
斡
祭
社
等
が
序
列
付
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、

一
八
七
一
年
に
は
、
こ
れ
ら

の
制
度
を
有
機
的
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
急
に
過
去
の
挫
史
的
前
例
に
倣
っ
て
、
社
格
制
制
度
を
制
定
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ

る

こ
れ
も
、

や
は
り
針
画
的
と
は
数
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
さ
ら
に
は
、
氏
子
調
べ
の
仮
規
射
が
一
八
七

O
年
九
月
に
出

て
、
そ
の

年
後
、

そ
の
二
年
後
に
は
廃
止
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
様
に
、

正
式
な
規
制
が
出
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

関
家
神
道
の
発
燦
に
関
わ
る
諸
政
策
に
は
会
く
、

そ
の
総
合
的
な
計
画
性
が
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
長
期
計
韻
的
援

援
が
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
も
の
の
、

そ
の
時
そ
の
時
の
政
治
・
社
会
状
況
と
の
関
係
を
配
慮
し
た
コ
ン
パ
ス
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
神
道
発
展
が
好
ま
し
く
な
い
方
向
に
漫
捕
し
ょ
、
ヲ
と
す
る
持
に
、
方
針
に
修
正
を
加
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
、

基
準
に
な
る
の
は
、
長
期
目
標
で
は
な
く
、
支
配
層
の
頭
な
い
し
心
に
あ
っ
た
「
コ
ン
パ
ス
」
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

他
宗
教
ぷ
対
す
る
務
審

き
て
、

そ
こ
で
、
次
に
摺
わ
れ
る
べ
き
は
、
先
に
照
認
と
な
っ
た
間
関
家
神
道
の
他
宗
教
へ
の
庄
逃
が
、
楽
た
し
て
、
意
図
的
に
校

な
わ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
、

と
い
う
点
に
あ
る
だ
ろ
う
。
結
論
を
一
言
え
ば
、
意
識
的
に
、

そ
し
て
、
捜
極
的
に
は
、
他
宗
教
へ
の
庄

追
は
計
画
冬
れ
て
は
い
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、

し
か
し
、
調
家
の
利
益
や
、

そ
の
環
念
は
、
各
京
教
の
埋
念
よ
り
も
最
蛋
先
さ
れ

る
、
と
い
う
の
が
、
右
の
関
い
に
対
す
る
答
え
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
廃
弘
毅
釈
に
つ
い
て
蓄
え
ば
、
出
羽
三
山
の
場
合
、

一
八
七

年
ま
で
は
、
神
仏
分
離
は
、
円
滑
に
行
な
わ
れ
て
い
た
が
、
新
し
い
宮
可
が
赴
任
ナ
る
や
い
な
や
、
忽
ち
、
神
道
・
仏
教
問
の
関
係

が
悪
先
し
、
極
端
な
廃
仏
扱
釈
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

懇
度
が
、
そ
の
ま
ま
、
明
治
政
府
の
仏
教
に
対
す
る
態
壌
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、

つ
ま
り
、

地
方
の
神
職
や
、
地
方
官
の
仏
教
に
対
す
る

明
治
政
府
は
繍
桜
的
に
は
、
仏
教

4長家事主主ま事l5- (]号事1))



を
排
斥
す
る
つ
も
り
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
実
瞭
全
悶
で
廃
弘
毅
釈
が
逸
激
に
な
る
に
つ
れ
て
、
騒
動
や
一
摂
が
多
発
す
る
よ
う

に
な
る
と
、

明
治
政
府
は
、
神
仏
分
離
は
陣
内
仏
殿
釈
に
あ
、
ら
ず
、

つ
ま
り
政
府

と
い
う
通
告
を
一
一
、
三
回
出
品
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

の
基
本
的
な
立
場
は
、
議
織
的
に
神
滋
以
外
の
議
京
教
を
圧
迫
す
る
意
留
は
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
語
家
の
制
利
益
を
越
え
て
、
諸
宗

教
が
独
自
の
立
場
合
有
す
る
こ
と
は
認
め
な
い
、

と
い
う
も
の
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
A7}

四

国
家
神
識
の
本
髭

そ
れ
で
は

こ
の
様
に
発
展
を
遂
げ
た
隠
家
神
道
の
本
議
は
、
知
似
内
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
の
間
閣
は
、
非
常
に
機
維
で

そ
も
そ
も
、
「
国
家
神
道
」
と
い
う
一
言
葉
は
、
第
，
一
次
世
界
大
戦
後
の
神
滋
指
令
に
よ
っ
て

な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
、
国
家
神
道
が
そ
の
機
能
を
ふ
令
し
て
い
た
時
代
に
は
、

般
的
に
普
及
さ
れ
る
様
に

あ
る
が
、

の

mwg括
的
庶
民
。
、
或
は
、
ド
イ
ツ

閣議定神滋の手最後と機能(ロコパン卜)

語
の

2
2
g・
ωzzo等
の
言
葉
が
晃
受
け
ら
れ
る
が
、
口
u
本
語
め
っ
国
家
神
道
」
と
い

て
、
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
霞
家
神
道
と
い
う
↓

J

…
写
楽
だ
け
で
は
な
く
、

そ
の
概
念
も
存
夜
し
な
か
っ
た
擦
で
あ

幾
つ
か
の
例
外
を
除
い

る

日
本
語
民
の
顎
で
自
覚
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
国
家
神
道
を
、

ど
の
様
な
形
で
塑
解
す
れ
M
M
よ

そ
れ
で
は
、
存
在
当
時
に
は
、

い
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
、
国
家
と
組
内
需
の
あ
る
神
道
の
幾
つ
か
の
要
素
を
総
括
し
て
国
家
神
道
と
称
す
る
こ
と

で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
に
は
少
々
難
点
が
み
る
。

つ
ま
り
、

し
ば
し
ぜ
匝
家
神
道
の
中
心
と
さ
れ
る
神
社
神
道
に
つ
い
て
言
え
ば
、
{
お

社
は
ど
ち
ら
か
と
一
お
う
と
国
家
神
道
に
議
し
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
が
、

民
社
は
、

む
し
ろ
地
域
社
会
の
信
仰
に
結
び
つ
い
て
い

て
、
欄
人
的
な
結
綿
仰
の
対
象
で
も
る
っ
た
。
ま
た
、
普
通
は
宗
教
的
神
道
の
代
表
と
さ
れ
る
教
派
神
道
は
、
そ
の
教
探
に
よ
っ
て

宗教法号号(l官官設}47 



(
神
道
大
教
等
て
む
し
ろ
、
国
家
神
遂
と
非
常
に
近
い
内
容
を
存
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
は
、
家
寵
内
の
神
道
行

事
に
つ
い
て
も
、
神
宮
大
麻
を
崇
拝
す
る
場
合
は
、
夜
接
に
、
留
山
系
神
道
と
結
び
つ
く
の
で
あ
る
。
こ
の
様
に
、
神
道
の
諸
要
素

を
、
国
家
と
関
係
の
あ
る
も
の
と
関
保
の
な
い
も
の
に
分
け
よ
う
と
し
て
も
、
様
々
な
例
外
に
突
き
当
り
、
間
出
家
神
道
の
正
確
な
把

握
は
で
き
な
い
。

そ
こ
で
、
さ
ら
に
厳
密
な
検
討
を
加
え
る
と
、

お
よ
そ
次
の
様
な
、
形
式
的
、

表
ぴ
内
容
的
な
定
義
に
逮
す
る
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
形
式
的
に
は
「
国
家
神
道
と
は
神
道
と
毘
家
の
閉
関
係
の
個
々
の
現
象
を
総
括
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
し
、
内
容
的
に
は

家
神
道
と
は
皇
室
神
道
と
神
社
神
道
を
基
擦
と
し
て
構
築
さ
れ
た
機
家
的
祭
式
の
体
系
、
及
び
、
そ
れ
に
付
属
し
た
制
度
的
基
盤
と

教
学
上
の
上
部
構
造
を
会
む
」
ち
の
と
し
て
、
定
義
で
き
よ
う
。

き
て
、
以
上
の
様
に
理
解
さ
れ
る
国
家
神
道
が
効
力
を
発
揮
す
る
た
め
に
は
、
ど
の
様
な
条
件
が
み
っ
た
か
と
い
う
と
、

お
よ
そ

以
下
の
も
の
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち

八
八
一
一
年
に
神
道
に
珍
け
る
宗
教
的
、
或
は
、
教
理
上
の
州
側
面
と
祭
認
を
分
離
さ

せ
た
こ
と
、

こ
の
政
葉
は
擬
制
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
例
、
え
ば
、

む
し
ろ
神
道
の
宗
教
一
期
に
属
す
る
と
さ
れ
て
い
た
民
社

又、

が
、
終
始
「
国
家
の
宗
祖
」
た
る
性
格
を
保
持
し
て
い
た
し
、
ま
た
、
官
社
で
行
な
わ
れ
た
祭
式
に
お
け
る
祭
神
、
神
観
念
、
式
次

第
等
、

つ
ま
り
そ
の
詰
仰
内
務
は
、
民
社
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
様
に
誕
制
で
あ
っ
た
祭
教
分
離
に
あ
た
っ

て
、
こ
の
分
離
の
距
離
が
適
切
で
あ
る
こ
と
が
そ
の
効
果
の
前
提
と
な
る
。
結
果
的
に
は
官
社
に
訟
で
行
な
わ
れ
る
然
記
か
ら
、
教

理
や
そ
の
他
の
宗
教
的
制
面
は
抜
き
去
ら
れ
、
こ
の
然
記
は
国
口
氏
の
感
情
に
の
み
訴
、
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、

そ
の
実
質
に
つ
い

て
、
相
対
化
等
、
意
見
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
祭
斑
は
学
校
教
育
に
紗
け
る
歴
史
の
授
業
や
、

鄭
土
の
民
社
で
育
成
さ
れ
た
宗
教
的
感
穣
に
よ
っ
て
、
間
接
的
に
支
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
間
同
盟
を
摘
象
化
し
て
一
一
一
一
口
う
な
ら
ば
、
厨
家
抽
立
墳
の
効
・
力
の
仕
組
み
は
、
宗
教
で
な
い
も
の
を
匿
教
と
し
た
、
と
品
ぬ
っ
て
よ
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い
で
あ
ろ
う
し
、

こ
の
矛
窮
し
た
表
補
怖
が
、

当
時
の
政
策
の
実
体
を
あ
ら
わ
す
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
ま
ま
、

こ
の
矛
震
に
は
二
つ
の
欄
爾
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
第
一
に
は
、
弱
家
神
道
と
宗
教
約
締
選
考
分
離
す
る
と
い
う
蹴
税
制
で
あ
っ

て
、
第
こ
に
は
、
患
家
神
道
の
宗
教
性
の
器
定
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
に
は
、
重
要
な
欠
点
も
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、

政
府
は
、

一
八
七
一
一
年
以
来
、
神
道
そ
れ
自
体
に
、
主
体
的
な
教
学
や
発
麗
を
認
め
ず
、
神
港
を
完
全
に
国
家
の
選
兵
と
し
、

を
利
用
し
た
た
め
、
国
家
持
遊
は
主
体
性
の
な
い
、
独
自
の
立
場
の
な
い
も
の
に
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
密
接
に
国
家
へ
繍
入
さ
れ

た
国
家
神
道
が
、
主
体
性
の
欠
如
の
た
め
、

の
運
営
に
影
響
を
及
ぼ
せ
な
か
っ
た
の
は
、
自
明
で
あ
る

G

遂
に
、
富
家
の
側
に

と
っ
て
も
、
神
道
に
は
そ
れ
で
も
括
統
の
重
み
等
も
あ
っ
て
、
神
道
を
自
由
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

両
者
の
密
接
過
ぎ
る
結
び
つ
き
は
、
膝
史
的
に
第
二
次
世
界
大
戦
へ
の
道
と
繋
が
っ
て
い
て
、
換
言
す
れ
ば
、
共
倒
れ
と
な
っ
た
の

で
あ
る
。

五

国
家
神
道
の
機
能

関*1申i草の発展と機能(ロコパント}

さ
て
、
以
上
の
考
察
か
ら
国
家
神
遂
の
果
た
し
た
機
能
を
決
の
一
一
一
点
に
わ
た
っ
て
結
論
付
け
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

一
は
、
国
家
神
道
は
邸
入
患
の
支
配
権
を
正
当
化
し
た
も
の
の
、
現
実
に
お
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
決
志
を
下
さ
な
い
こ
と
に
な

の
支
配
権
を
正
当
化
し
た
た
め
、
実
際
関
鶏
と
し
て
、
天
皇
に
策
径
を
負
い
、
天
皇
の
権
威
に
基
づ
い
て
政
治
を
司

そ
の
第

っ
て
い

る
政
府
、

し
か
も
あ
ら
ゆ
る
政
権
の
支
軍
機
を
配
当
化
し
た
の
で
あ
る
。
謂
わ
誌
、
政
治
的
支
配
を
喜
呂
的
に
幽
支
持
し
た
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
そ
し
て
、
第
二
は
、
岡
家
神
道
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
た
神
鵠
思
想
は
、

八
紘
一

い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
下
に
帝
国

へ
の
発
展
を
助
長
し
た
の
で
あ
る
。
八
紘
一
宇
思
想
は
議
極
的
な
侵
略
を
し
よ
う
と
は
せ
ず
、
た
だ
、
万
躍
の
中
で
‘

地
位
の

明
治

そ
れ
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最
も
高
い
日
本
に
、

そ
の
し
か
る
べ
き
位
讃
を
占
め
さ
せ
よ
う
、

と
い
う
要
求
に
過
ぎ
な
い
の
だ
が
、
資
澱
欲
や
、
市
場
拡
大
等
と

の
関
連
で
、
や
は
り
、
↑
伝
統
的
帝
国
主
義
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
三
は
、
凶
家
神
道
の
機
能
が
、
国
家
約
義
務
と

宗
教
的
義
務
を
陪
一
視
さ
せ
る
敵
き
を
有
し
、

そ
の
こ
と
が
麗
誌
を
思
想
的
に
統
合
さ
せ
る
働
き
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
鰐
え

語
、
神
社
参
持
を
能
否
し
た
場
合
や
、
靖
国
神
社
に
向
か
っ
て
遥
拝
し
な
か
っ
た
場
合
、
非
隠
民
と
さ
れ
た
こ
と
等
で
あ
る
。
第
三

点
に
鵠
し
て
言
え
ば
、
今
日
で
も
、
戦
前
の
考
え
方
を
受
け
継
い
で
、
靖
国
参
拝
に
対
す
る
デ
モ
に
対
し
て
、
非
国
民
呼
ば
わ
り
す

る
こ
と
が
あ
り
、
神
道
と
臨
家
や
民
族
の
援
合
が
、

い
ま
だ
に
為
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

き
て
、
以
上
の
結
論
と
し
て
、
国
家
神
道
の
時
代
に
は
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
も
起
こ
り
得
た
こ
と
を
考
患
す
る
と
、
国
家
神
道

は
第
一
一
次
世
界
大
戦
や
戦
前
の
導
鱗
主
義
を
必
熱
的
に
も
た
ら
し
た
と
は
一
渓
え
な
い
が
、
し
か
し
、

一
つ
の
饗
盟
で
あ
っ
た
こ
と
、

そ
の
様
な
傾
向
を
助
長
し
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
国
家
神
道
は
そ
の
黄
桜
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き

な
い
と
思
わ
れ
る
。

剛品曙

〆、

毘
家
神
道
の
現
在
の

以
上
の
点
か
ら
今
日
の
神
道
を
め
ぐ
る
状
況
を
考
え
る
な
ら
ば
、
普
相
の
伊
勢
神
宮
や
靖
器
神
社
参
拝
、
建
国
記
念
日
、
靖
閣
法

案
等
の
纏
々
の
動
き
は
、

明
治
鶏
と
同
己
く
総
合
的
な
計
磁
の
下
に
為
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
が
、
や
は
り
、

つ
の
吋
コ
ン
パ

ス
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
コ
ン
パ
ス
」
と
は
、
国
家
運
営
を
円
満
に
行
な
う
た
め
、
神
道
の
力
を
も
借
り
て
、
国
誌
の
統

合
を
関
ろ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
、
も
う

っ
、
も
っ
と
桑
体
的
な
昭
明
治
時
代
と
の
共
通
性
も
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
神
道
非
宗
教
諭
が
そ
れ
で
あ
る
。
戦
前
、
神
道
は
宗
教
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
た
が
、
今
度
は
靖
隠
神
社
は
宗
教
の
施
設
で
は
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t

、、
六
d
L

と
靖
富
法
案
に
記
さ
れ
て
あ
る
。
全
く
同
じ
論
な
の
で
あ
り
、
議
と
方
の
進
歩
も
、
藤
史
の
教
訓
に
学
ぶ
形
跡
が
見
当
た
ら

A

弘

、

a
o

六
d
Lこ

の
謙
に
、
戦
読
め
国
家
神
遂
の
延
長
線
が
、
現
在
に
ま
で
及
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

に
お
い
て
も
、
現
在
に
影
響
を
及
試
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
国
家
神
道
と
い
う
緩
史
的
経
験

今
日
の
政
教
分
離
制

度
が
制
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

ぞ
れ
は
閲
家
神
識
を
窓
識
し
て
制
制
定
さ
れ
た
た
め
か
、
非
議
実
的
と
い
っ
て
い
い
程
に
、

厳
し
過
ぎ
る
判
例
変
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
最
高
裁
判
所
が
、
海
地
鎖
祭
糊
例
制
織
に
翻
す
る
判
決
で
誘
う
様
に
、
宗
教
に
は
外
面
的
、

社
会
的
側
爾
も
あ
る
の
で
、

関
係
を
持
つ
m
り
は
止
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
原
則
論
と
し

て
の
み
な
ら
ず
、

お
い
て
も
、
懇
法
は
厳
守
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
政
教
分
離
制
度
に
関
し
て
言
え
ば
、
ぞ
れ
が
厳

し
過
ぎ
る
た
め
守
る
の
が
懸
難
で
あ
れ
ば
、
懲
法
を
現
実
に
合
う
様
に
改
定
す
る
の
が
、
最
も
妥
当
な
解
決
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
憲

が
実
態
様
難
と
し
て
不
可
能
で
あ
る
以
上
、
憲
法
第
ニ

O
粂
の
討
的
で
あ
る
信
教
の
自
由
の
謀
捧
及
び
国
教
再
建
の
防
止

を
、
ど
の
様
に
し
て
、
確
実
な
も
の
に
で
き
る
か
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
津
地
鎮
祭
の
訴
訟
が
示
す
様

関家神道の発展と機能(ロコパント)

に
、
非
現
実
的
な
こ
と
を
要
求
す
れ
ば
、
決
し
て
こ
の
目
的
は
達
せ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
社
会
的
慣
習
と
宗
教
的
行
為
と
の
判
別

が
、
時
に
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
無
捜
し
た
訴
訟
提
起
者
が
、
そ
の
時
ま
で
、
法
律
的
に
あ
い
ま
い
な
状
読
に
あ
っ
た
地
鎖
祭
が

合
憲
で
あ
る
と
い
う
望
ん
で
い
な
か
っ
た
結
果
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
こ
の
訴
訟
を
経
こ
さ
な
け
れ
ば
、
本
人
に

と
っ
て
の
み
な
ら
ず
、
政
教
分
離
票
制
約
に
と
っ
て
も
、
有
利
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
今
日
縄
問
題
に
な
っ
て
い
る

J
"
の

丸
」
や
「
君
が
代
」
に
つ
い
て
も
、
同
と
こ
と
が
一
言
、
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
政
教
関
係
に
凝
る
と
、
細
切
実
に
A
n
う
様
に
、

す
る
の
が
最
も
望
ま
し
い
の
で
は
あ
ろ
う
が
、
ぞ
れ
が
不
可
能
で
あ
る
聞
は
、
岡
山
泳
や
社
会
に
お
け
る
宗
教
の
役
判
例
会
繋
認
し
た
方

が
、
社
会
や
宗
教
の
た
め
に
も
、
保
守
諜
と
進
歩
派
の
不
毛
の
対
立
を
避
け
る
た
め
に
も
、
そ
し
て
、
科
よ
り
も
、
信
教
の
お
自
の

の
形
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保
鰭
の
た
め
に
も
、
適
策
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

i主;

寸
日
出
家
姑
押
滋
L

を
広
く
解
釈
し
て
、
柳
川
線

1

日
踏
ん
承
坤
押
滋
へ
吋
脳
炎
火
祭
典
h

第
五
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
の
織
に
、
そ
の
時
代
を
一
八
六
八
年

i
一
九
m四
五
布
?
と
寸
る
問
見
方
は
最
も
一
般
的
で
あ
ろ
う
。
村
上
重
良
ぷ
関
‘
※
神
滋
h

、
岩
波
括
和
妻
、
一
九
レ
u
O等
、
七
八
頁
以
降
は
、
倒
的
家
焔
押
遂
史
を
四
段
黙
に

分
け
て
、
そ
の
第
一
の
彩
後
期
務
二
八
六
八
年
1
了
八
八

0
年
代
米
と
し
て
い
る
。
仙
押
滋
樹
?
で
は
、
厳
密
な
慾
時
慌
の
問
機
出
家
神
道
の
確
な
を
一
九

O
O
K十
(
締
役
あ

の
級
交
}
と
す
る
解
釈
は
家
組
織
の
微
で
あ
る
(
神
社
新
報
政
教
師
朝
交
宮
本
『
近
代
神
社
神
滋
災
¥
神
社
新
報
社
、
一
九
灯
火
傘
、
…
。
三
頁
及
ぴ
絞
殺
珍
品
掛
『
悶

{
家
抽
押
滋
と
は
初
だ
っ
た
の
か
へ
神
数
料
料
相
棚
枝
、
一
九
八
七
年
、
化
策
、
一
六
一
一
長
生
寸
)
。
尚
、
地
帯
畿
の
史
観
酔
に
関
し
て
は
、
句
協
家
神
道
の
成
立
時
織
に
つ
い

て
L

、
『
東
洋
犬
繁
紀
婆
教
養
課
程
第
』
第
二
六
母
、
一
九
八
七
年
参
照
。

{2}

可
単
一
一
的
姑
神
道
主
義
は
、
だ
と
ひ
そ
れ
ら
が
・
当
臨
時
に
執
が
け
る
一
部
の
人
々
の
竣
惣
:
:
:
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
な
は
民
衆
の
聞
に
仏
教
の
僻
格
的
仰
が
極
め
て
深

く
緩
み
込
み
、
耶
蘇
教
的
紛
例
制
抑
ま
た
次
第
に
起
ら
ん
と
す
る
巾
wd
時
、
一
指
数
に
ニ
れ
ら
を
加
鴨
川
俊
し
.
搾
へ
つ
け
て
ま
で
緩
綴
な
る
神
道
主
義
を
採
り
ま
は
す
こ
と
は

策
の
潟
村
ふ
た
る
こ
と
で
は
な
い
。
加
ふ
る
に
開
明
治
辺
、
五
年
よ
り
総
っ
た
端
的
措
樫
の
社
会
状
勢
同
同
品
ぬ
ふ
感
情
と
決
に
、
総
務
政
府
の
胤
閣
議
理
念
を
単
一
一
的
神
滋
討
中
盤
根
よ
り

絵
婚
約
泉
滋
柏
市
ふ
錦
繍
に
移
ら
し
め
も
そ
の
機
関
を
焔
刊
紙
官
よ
り
神
議
後
、
終
錦
繍
へ
、
宣
教
使
よ
り
大
教
段

i教
導
職
へ
と
変
へ
て
行
勺
た
。
L

(

豊
関
誌
ぷ
議
机
制
制

度
史
』
、
古
川
川
山
弘
文
館
、
一
九
八
二
年
、
一
九
側
双
℃
明
治
放
出
射
の
神
滋
に
対
す
る
炎
望
感
は
西
四
割
賦
醗
獲
の
あ
の
「
神
話
軸
省
は
同
懇
緩
め
滋
な
り
」
に
よ
っ
て
ぷ
慨
も

滅
的
に
表
現
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
文
化
庁
『
明
治
以
降
ゆ
邪
教
被
度
百
年
史
へ
一
九
七

O
年
、
一
一
一

O
頁
及
び
五
氏
災
以
降
{
笠
沼
武
執
筆
部
分
、
援
本
鍵
一
『
明

治
神
滋
交
の
研
究
』
、
国
勢
刊
行
会
、
一
九
八
三
年
、
火
五
一
災
以
降
、
『
近
代
神
社
神
滋
出
企
、
総
鎗
堂
問
、
二
九
頁
以
絡
を
も
参
照
。

(
3
)

吋
絡
先
に
仏
教
側
が
廃
仏
事
法
釈
に
滋
い
、
総
余
の
策
と
し
て
大
教
険
加
り
設
澄
を
請
願
し
て
弛
引
き
れ
、
ふ
人
教
院
が
設
議
さ
れ
た
が
、
そ
の
実
際
に
至
る
と
仏
教
は
余

く
袴
遂
に
使
倒
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
L

〈
比
機
鵠
紙
袋
内
返
ご
口
本
宗
教
舎
一
夜
恥
第
五
巻
、
教
文
館
、
孫
隊
一
九
開
問
一
一
一
年
、
五

O
頁)。

{4V

大
教
宣
布
巡
紛
が
ゆ
成
功
し
た
か
、
否
か
に
つ
い
て
、
滋
領
は
溺
れ
て
い
る
。
紛
絡
ま
治
は

z
a

・
5
命
党
三
一
三
郎
一
一
三

5EC=ο
ご
任
問
山
。
ま
さ
込

gえ同町

門
誌
門
訳
出
町
田
言
。
〈
孟
開

P
E
3・
wwEZC『
可
。
こ
帥
同
議
運
諸
問
向
。
同
町
四
一

g-FO出
品
き
お
い
夕
刊
y

お
晶
)
と
否
定
的
立
場
を
と
号
、
豊
岡
武
が
前
織
の
之
市
教
制
度

出
ご
、
一
…
mm
一
一
東
に
引
用
す
る
臨
時
総
燃
の
上
申
書
も
吋
教
諭
噌
織
は
人
民
に
無
益
な
る
の
み
な
ら
ず
、
爆
体
惜
の
有
害
と
な
る
L

と
緩
め
て
批
判
的
明
、
あ
る
。
し
か
し
、

同
じ
蹴
昼
間
副
総
が
約
掲
の
文
化
庁
長
リ
協
同
以
除
淡
晶
税
制
度
否
年
史
へ
化
ヌ
災
に
「
開
明
治
史
品
晶
体
の
獄
事
か
ら
、
こ
の
運
動
を
な
が
め
る
な
ら
ば
、
:
・
;
・
五
欽
後
舎

の
意
義
を
寝
中
山
似
し
、
新
政
府
の
進
歩
的
政
策
告
も
っ
て
、
奥
教
の
所
数
滑
な
り
と
内
閲
し
た
民
衆
の
途
端
棋
を
打
破
し
、
較
文
化
吸
収
の
み
%
を
欄
開
い
た
こ
と
は
、
明
治

時
払
鮮
明
今
後
の
歩
み
に
か
な
り
な
成
果
を
も
た
ら
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
J

と
返
っ
て
積
極
的
に
後
拙
惜
し
、
ま
た
同
妻
、
八
九
一
政
に
機
関
義
彦
も
「
箇
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民
を
得
策
し
、
新
政
に
綴
れ
き
せ
る
と
い
う
続
的
も
ほ
ぼ
漆
淡
き
れ
た
い
と
問
鎖
す
る
。
制
問
れ
に
せ
よ
、
大
教
官
一
布
市
崎
勤
が
行
屯
喜
一
務
ま
り
と
な
っ
て
、
そ
れ
を
徽

絞
さ
せ
る
こ
と
は
不
可
熊
明
、
あ
っ
た
と
い
う
窓
妹
に
い
仰
い
て
、
こ
の
政
策
は
失
酷
駄
に
終
わ
っ
た
と
い
え
よ
う
羽

{5}

験
問
州
派
(
前
棚
博
品
索
、
一
一
随
一
之
氏
}
は
一
八
八
二
年
の
孜
策
の
政
府
当
ぬ
の
阿
国
的
を
ぺ
締
役
を
円
以
て
宗
教
の
範
囲
外
に
僚
か
ん
と
す
る
い
と
抑
制
織
し
、
葦
漆
珍
彦

{
品
川
間
開
均
書
、
仁
九
頁
)
は
よ
仰
…
仏
教
調
布
織
を
分
離
し
、
神
貨
を
し
て
宗
教
活
動
を
絞
じ
、
神
叫
総
務
式
も
品
執
行
さ
せ
な
い
」
と
4

説
明
し
、
村
上
重
一
良
{
前
川
棚
樽
潜
閥
、
一

一
八
災
)
は
「
こ
の
州
市
震
は
、
衿
社
神
遂
を
、
一
般
の
宗
教
と
切
り
は
な
す
政
策
の
第
二
初
で
あ
っ
た
可
J

と
指
機
し
、
「
祭
政
と
絞
殺
の
分
離
は
、
神
社
神
滋
か

ら
宗
教
と
し
て
の
機
能
を
切
り
捨
て
‘
そ
の
全
施
設
と
全
絵
職
務
を
あ
げ
て
、
い
快
犯
の
み
の
家
殺
に
限
定
す
る
地
抽
選
で
あ
っ
た
J

と
付
税
く
。

{6}

州向。山
g

s・
o-n--
ベ
y
e
z
h
E
Cコ
恒
一
司
乞
押
Y

O
叫]出目〉民間
f

…円。忽
a
o
D
g
M
部
補
問
}
玄

{
7
〉
神
仏
分
後
に
関
し
て
は
、
村
上
震
災
公

mm拘
禁
口
、
八
七
一
員
)
は
「
政
府
は
‘
:
:
・
神
仏
判
然
め
油
田
震
は
「
同
格
使
に
取
計
ら
う
べ
き
崎
悶
」
を
達
し
た
が
、
纂
漆
砂
押

制
め
…
開
捕
を
な
し
て
い
た
仏
教
に
た
い
す
る
ね
繋
政
策
は
、
神
道
日
開
品
料
化
を
実
現
す
る
た
め
に
は
緊
急
で
し
か
も
不
可
欠
の
議
縦
で
あ
っ
た
。
い
と
い
う
見
解
を

示
し
て
い
る
の
に
対
し
て
羽
比
国
喧
綴
安
定
(
的
附
憎
品
購
閥
、
問
一
員
}
は
、
廃
仏
鮫
釈
の
凄
ま
じ
さ
を
訴
え
な
が
ら
も
、
「
削
明
日
市
川
新
政
府
は
、
仙
押
打
払
判
判
然
ム
引
を
断
行
し

た
に
削
幽
ま
号
、
ふ
本
村
~
府
崎
仏
業
絞
ま
で
教
て
す
る
遂
図
が
な
か
っ
た
に
そ
よ
、
:
:
:
」
と
判
断
す
る
。
品
川
、
新
興
宗
教
等
の
弾
尽
に
関
し
て
は
、
事
鼎
准
体
診
車
排
の
一
一
つ

の
指
縁
、
す
な
わ
ち
叶
も
と
も
と
A
訓
練
科
学
、
五
義
者
畿
二
議
と
す
る
政
府
は
、
非
科
学
的
な
ぷ
殺
を
好
ま
な
い
。
」
{
時
間
術
祭
.
一
七
ぷ
災
)
及
び
吋
戦
時
に
あ
っ

て
は
‘
い
か
な
る
闘
家
の
政
府
で
も
、
副
総
却
す
川
論
の
仕
税
制
を
き
び
し
く
す
る
J
(端
的
附
肉
祭
、
一
八
九
災
〉
は
i
i
?ぞ
れ
が
線
本
側
媛
に
触
れ
れ
~
か
活
か
は
、
織
論

の
余
地
が
あ
る
と
し
て
も
|
!
伐
材
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(S)

小
野
抽
出
教
ぷ
燃
や
革
神
道
へ
公
海
素
彦
、
機
脳
出
義
彦
外
先
制
糊
『
神
道
線
胤
ハ
ヘ
継
者
H

昨
刷
、
一
九
六
八
年
及
び
傍
川
勝
寸
前
掲
激
闘
参
照
。

{9}

由
豆
鴎
武

J
H本
宗
教
制
度
史
の
研
究
¥
厚
生
附
州
宅
一
九
二
一
八
年
、
二
五
一
氏
(
前
掲
晶
表
、
…
一
間
一
七
}
喜
多
照
。

(
刊
山
}
地
帯
都
台

O
Z
Z門町三一円
Z
M
W叫
広
三
兵
一
言
問
ハ
凶
器

mwzgemw叩

M
E
S
S
h
r叶
実
認
め
口
町
山
間
}
同
古
川
色
気
認
怠
山

'
p
p
o∞g
z
H窓
口
y

d
宅一

E
F泣
き
同
叫
叶
F
M
W
M
M
m
及
び

「
神
校
統
制
柑
役
恒
輔
『
近
代
神
社
神
論
崎
山
丸
町
に
抗
心
げ
る
附
明
治
前
半
め
抽
神
道
史
の
部
昨
繍
に
つ
い
て
い
、
間
関
且
下
院
大
今
日
本
文
化
印
刷
究
所
副
刊
ぷ
維
新
前
後
日
い
珍
げ
る
滅
的
中
の

議
開
判
断
理
」
、
一
九
八
三
年
、
六
仁
九
夏
以
降
α

i設現在神j草の善幸混と機能(0コパント}
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