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［
二
〇
一
七
年
度
大
会
パ
ネ
ル
セ
ッ
シ
ョ
ン
］

カ
ミ
と
ホ
ト
ケ
の
幕
末
維
新
─
交
錯
す
る
宗
教
世
界

─
桐
原
　
健
真
　
　
青
　
野
　
　
誠

上
野
　
大
輔
　
　
林
　
　
　
　
淳

趣
旨
説
明�

（
桐
原
健
真
）

　

本
パ
ネ
ル
セ
ッ
シ
ョ
ン
は
、
先
行
研
究
自
体
の
言
説
史
的
把
握
を

ふ
ま
え
、
幕
末
維
新
期
の
思
想
状
況
を
宗
教
面
か
ら
再
検
討
す
る
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
当
該
期
に
関
す
る
歴
史
学
的
な
成
果
は
、

も
っ
ぱ
ら
政
治
史
が
主
で
あ
り
、
ま
た
文
化
史
の
側
面
で
も
進
歩
史

観
的
な
「
文
明
開
化
」
論
が
中
心
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
近

年
、
明
治
期
の
思
想
状
況
は
実
際
に
は
漢
洋
並
進
で
あ
り
、
漢
学
の

社
会
的
重
要
性
が
近
世
以
上
に
向
上
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
事
実
は
、
単
な
る
「
文
明
開
化
＝
西
洋
化
」
或
い
は
「
近

代
化
＝
善
」
と
い
う
図
式
の
見
直
し
を
促
す
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
こ

の
点
で
、
今
日
、
明
治
の
宗
教
者
が
み
ず
か
ら
を
近
代
化
さ
せ
て
い

っ
た
と
い
う
「
物
語
」
に
つ
い
て
も
、
再
考
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と

言
っ
て
よ
い
。

　

も
と
よ
り
宗
教
社
会
史
で
は
、
近
世
の
「
民
衆
宗
教
」
に
関
す
る

分
厚
い
研
究
蓄
積
が
存
在
し
、
ま
た
近
年
で
も
「
近
代
仏
教
」
と
い

う
新
た
な
視
座
か
ら
の
議
論
が
現
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の

両
者
の
あ
い
だ
は
必
ず
し
も
学
問
的
な
連
携
を
実
現
し
得
て
い
な
い

の
が
実
際
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
政
治
史
を
基
調
と
し
た
近
世
─
近
代

と
い
う
語
り
に
由
来
す
る
一
つ
の
弊
害
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

　

本
パ
ネ
ル
セ
ッ
シ
ョ
ン
は
、
と
き
に
政
治
史
に
従
属
す
る
か
た
ち

で
叙
述
さ
れ
て
き
た
幕
末
維
新
期
の
宗
教
世
界
を
近
世
と
近
代
と
を

架
橋
す
る
時
代
と
し
て
描
き
出
し
、
当
該
期
に
生
き
た
宗
教
者
や
思
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53　カミとホトケの幕末維新

想
家
た
ち
が
い
か
に
認
識
し
、
行
動
し
た
の
か
を
検
討
す
る
も
の
で

あ
る
。
と
、
同
時
に
、
こ
れ
ま
で
当
然
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
き
た
概

念

─
「
尊
王
攘
夷
」「
民
衆
」「
神
仏
分
離
」
な
ど
な
ど

─
に
つ

い
て
、
そ
の
始
原
や
言
説
論
的
展
開
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
で
、

当
該
期
の
思
想
史
・
宗
教
史
の
枠
組
み
を
改
め
て
問
い
直
し
て
い
く

こ
と
を
も
そ
の
主
た
る
目
的
と
し
て
い
る
。

　

な
お
本
パ
ネ
ル
は
、
明
治
一
五
〇
年
に
併
せ
て
刊
行
予
定
の
同
名

編
著
に
お
け
る
成
果
の
一
つ
で
も
あ
る
。
こ
の
試
み
に
よ
り
、
こ
れ

か
ら
の
幕
末
維
新
期
に
お
け
る
思
想
・
宗
教
・
文
化
研
究
に
新
た
な

地
平
が
拓
か
れ
る
こ
と
を
願
う
次
第
で
あ
る
。

す
べ
て
は
「
排
耶
」
か
ら
─
幕
末
維
新
の
宗
教
空
間
に
お
け

る
水
戸
学
の
位
相�
（
桐
原
健
真
）

　

し
ば
し
ば
後
期
水
戸
学
の
神
道
論
や
国
体
論
が
明
治
国
家
に
大
き

な
影
響
を
与
え
た
と
言
わ
れ
る
。
だ
が
水
戸
学
の
諸
要
素
が
明
治
国

家
に
再
利
用
さ
れ
た
こ
と
は
確
か
だ
が
、
水
戸
学
が
天
皇
制
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
を
導
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
論
理
の
逆
転
は
、
水

戸
学
に
対
す
る
語
り
が
明
治
国
家
と
の
連
関
で
展
開
さ
れ
て
き
た
こ

と
に
起
因
す
る
。
本
報
告
は
、
幕
末
期
に
存
在
し
た
水
戸
学
の
思
想

構
造
を
問
う
こ
と
を
通
し
て
、
そ
の
明
治
国
家
に
対
す
る
射
程
を
も

再
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

水
戸
学
を
実
践
的
に
主
導
し
た
藩
主
徳
川
斉
昭
の
言
動
を
み
る
か

ぎ
り
、
排
仏
や
神
儒
一
致
な
ど
の
主
張
が
本
当
に
そ
の
目
的
で
あ
っ

た
か
に
は
疑
問
符
を
付
け
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
は
、
水
戸
学
が
結

局
は
幕
藩
体
制
護
持
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
し
か
な
か
っ
た
と
言
わ
れ

る
所
以
で
も
あ
る
。
し
か
し
水
戸
学
に
お
け
る
「
排
耶
」
言
説
は
、

決
し
て
単
な
る
レ
ト
リ
ッ
ク
に
留
ま
ら
ず
、
そ
の
世
界
観
や
体
制
認

識
を
支
え
る
基
礎
で
も
あ
っ
た
。
本
報
告
は
「
耶
蘇
」
と
の
対
峙
こ

そ
が
後
期
水
戸
学
に
お
け
る
主
要
な
課
題
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、

そ
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。

「
民
衆
宗
教
」
概
念
の
形
成
と
変
容�

（
青
野
誠
）

　

本
報
告
は
、「
民
衆
宗
教
」
と
い
う
概
念
が
い
か
に
形
成
さ
れ
、

そ
の
後
ど
の
よ
う
に
変
遷
し
て
い
っ
た
の
か
。
そ
し
て
こ
う
し
た
概

念
が
生
み
出
さ
れ
た
時
代
背
景
に
つ
い
て
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
村
上
重
良
・
安
丸
良
夫
・
小
沢
浩
・
神
田
秀
雄
・
桂
島

宣
弘
の
各
研
究
者
が
ど
の
よ
う
に
「
民
衆
宗
教
」
に
つ
い
て
論
じ
て

き
た
か
に
つ
い
て
比
較
検
討
を
試
み
た
。

　

村
上
は
「
民
衆
宗
教
」
が
い
か
に
国
家
神
道
の
圧
力
を
受
け
、
統

制
の
下
に
屈
服
し
て
き
た
か
と
い
う
点
に
主
眼
を
当
て
た
。
こ
れ

は
「
民
衆
」
が
超
越
者
と
結
び
つ
く
こ
と
で
救
済
を
求
め
な
が
ら
も
、

そ
う
し
た
救
済
願
望
が
国
家
神
道
・
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
回
収

さ
れ
て
い
く
経
緯
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
靖
国
神

日本思想史学50-パネル-桐原・青野氏他【初校】　　［出力］ 2018年9月21日　午後2時37分A5判：148×210mm　本文書体：リュウミンPr6N L-KL　13Q　行間8H　26W×22L  2段組

1

10

20

26

1

10

20

26

1

10

20

26

1

10

20

26

1522 20 10 5 1 1522 20 10 5 1



日本思想史学50〈2018〉　54

社
国
営
化
・
政
教
分
離
違
憲
訴
訟
と
い
う
現
代
の
政
治
と
宗
教
に
関

す
る
危
機
感
が
あ
り
、
そ
の
問
題
性
の
自
覚
を
広
く
社
会
に
訴
え
て

い
こ
う
と
す
る
目
的
が
あ
っ
た
。

　

安
丸
は
「
民
衆
」
が
革
命
主
体
と
は
な
り
え
ず
、
最
終
的
に
天
皇

制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
迎
合
し
て
い
く
と
い
う
幕
末
維
新
期
に
お
け
る

思
想
的
限
界
を
認
め
つ
つ
も
、
彼
ら
が
国
家
権
力
の
統
制
に
対
抗
し

主
体
形
成
を
し
て
い
く
可
能
性
を
描
き
出
し
た
。
こ
れ
は
教
祖
と
い

う
一
人
の
「
民
衆
」
の
思
想
形
成
に
着
目
す
る
こ
と
で
国
家
権
力
へ

の
抵
抗
を
見
出
し
、
そ
こ
に
希
望
を
見
出
し
た
も
の
だ
っ
た
と
い
え

る
。
こ
の
背
景
に
は
六
〇
年
代
後
半
か
ら
七
〇
年
代
に
か
け
て
の
近

代
化
論
の
流
行
と
国
家
主
義
の
台
頭
が
あ
り
、
そ
れ
に
抵
抗
す
る
社

会
運
動
へ
の
関
心
が
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
村
上
と
安
丸
は
、
国
家
と
「
民
衆
」
の
対
立
と
い
う

構
図
は
共
有
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
問
題
意
識
と

「
民
衆
」
へ
の
視
点
は
相
違
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
村
上
は
国
家
神

道
に
よ
り
弾
圧
さ
れ
る
教
団
に
着
目
し
た
の
で
あ
り
、「
民
衆
」
は

集
団
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
。
対
し
て
安
丸
は
、
教
祖
と
い
う
個
人
の

思
想
形
成
に
着
目
す
る
こ
と
で
「
民
衆
」
を
個
と
し
て
描
い
た
の
で

あ
る
。
両
者
と
も
に
当
初
の
「
民
衆
宗
教
」
概
念
は
曖
昧
な
も
の
で

あ
っ
た
が
、
七
〇
年
代
の
社
会
変
容
を
背
景
と
し
て
今
日
ま
で
の
原

型
が
形
づ
く
ら
れ
た
。

　

近
年
の
研
究
に
お
い
て
は
、「
民
衆
」
概
念
が
希
薄
化
し
て
中
心

的
課
題
で
な
く
な
っ
た
影
響
も
あ
り
、
国
家
権
力
へ
の
対
抗
が
念
頭

に
置
か
れ
つ
つ
、
よ
り
多
角
的
な
視
点
か
ら
の
検
討
が
進
め
ら
れ
て

い
る
。

　

小
沢
は
「
生
き
神
」
と
い
う
神
の
性
格
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
幕
末
維
新
期
の
「
民
衆
」
に
お
け
る
自
己
解
放
思
想
の
ひ
と
つ

の
到
達
点
だ
と
論
じ
た
。
そ
し
て
こ
う
し
た
「
生
き
神
」
と
「
現
人

神
」
が
対
極
的
な
存
在
で
あ
る
と
し
て
、「
民
衆
宗
教
」
が
も
っ
と

も
先
鋭
的
に
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
対
抗
す
る
理
論
を
有
し
て
い

た
も
の
だ
と
み
な
し
た
。

　

神
田
は
、「
民
衆
宗
教
」
と
は
教
祖
の
教
説
の
み
で
成
り
立
っ
て

い
る
の
で
は
な
く
、
信
者
の
意
識
や
活
動
を
反
映
さ
せ
な
が
ら
存
在

し
て
い
る
こ
と
を
重
視
し
、
信
者
た
ち
の
思
想
へ
注
目
し
た
。
ま
た
、

「
民
衆
宗
教
」
が
成
立
し
た
幕
末
維
新
期
と
い
う
時
代
の
特
有
性
を

重
視
す
べ
き
だ
と
し
て
、
国
民
国
家
形
成
期
に
お
け
る
宗
教
的
共
同

体
の
存
在
意
義
を
論
じ
た
。

　

桂
島
は
、
信
者
の
み
な
ら
ず
、「
民
衆
宗
教
」
に
反
対
し
て
い
た

人
び
と
に
ま
で
視
点
を
広
げ
る
こ
と
で
、
幕
末
維
新
期
の
社
会
の
な

か
で
「
民
衆
宗
教
」
を
ど
こ
に
位
置
づ
け
る
か
を
模
索
し
た
。
そ
の

上
で
従
来
の
「
民
衆
宗
教
」
研
究
が
重
視
し
て
き
た
、
一
神
教
的
な

最
高
神
と
い
う
主
神
の
性
格
が
近
代
化
論
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
い
う
問
題
を
提
起
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
、
教
祖
と
信
者
の
、
教
団
内
と
教
団
外
の
相
互
関
係
と
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55　カミとホトケの幕末維新

い
う
多
角
的
な
視
点
に
よ
っ
て
、
幕
末
維
新
と
い
う
時
代
に
お
い
て

の
「
民
衆
宗
教
」
の
意
義
づ
け
を
よ
り
明
確
に
し
よ
う
と
い
う
取
り

組
み
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
オ
ウ
ム
真
理
教
な
ど
の
新
興
宗
教
の
勃

興
や
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ブ
ー
ム
と
い
っ
た
人
び
と
の
精
神
世
界
へ

の
関
心
が
こ
れ
ら
の
研
究
動
向
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
は
間
違
い

な
い
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
は
宗
教
学
の
立
場
か
ら
の
「
新
宗
教
」
研
究

と
の
応
答
も
影
響
し
て
い
よ
う
。

　

こ
う
し
た
「
民
衆
宗
教
」
概
念
の
変
容
か
ら
は
、
ど
の
時
代
に
お

い
て
も
国
家
に
よ
る
宗
教
統
制
へ
の
対
抗
軸
と
し
て
「
民
衆
宗
教
」

が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
民
衆
宗
教
」
が
な
さ
れ
て
き

た
の
は
、
そ
の
時
々
の
現
代
社
会
に
お
い
て
、
国
家
と
宗
教
と
人
び

と
の
関
係
性
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
が
存
在
し
て
い
た
た

め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
固
有
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
基
づ
く
歴
史
観
を

唯
一
の
も
の
に
し
な
い
た
め
に
「
民
衆
」
と
い
う
視
点
は
絶
え
ず
再

生
産
さ
れ
た
の
で
あ
る
。「
民
衆
宗
教
」
概
念
の
形
成
と
変
容
の
歴

史
は
、
現
代
社
会
に
お
け
る
歴
史
観
の
画
一
化
に
抵
抗
し
、
相
対
化

す
る
視
点
を
持
つ
こ
と
の
重
要
性
を
私
た
ち
に
語
り
か
け
て
い
る
の

で
あ
る
。

神
仏
分
離
研
究
の
視
角
を
め
ぐ
っ
て�

（
上
野
大
輔
）

　

本
報
告
で
は
、「
神
に
関
す
る
事
物
と
仏
に
関
す
る
事
物
を
分
け

て
離
す
」
と
い
う
意
味
で
神
仏
分
離
を
解
し
、
研
究
史
と
関
連
史
料

を
踏
ま
え
て
今
後
の
研
究
の
視
角
を
提
起
す
る
と
共
に
、
近
代
化
過

程
に
お
け
る
神
仏
分
離
の
位
置
づ
け
に
も
論
及
し
た
。

　

明
治
維
新
期
の
神
仏
分
離
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
仏
教
史
と
関
わ
る

調
査
・
研
究
蓄
積
が
注
目
さ
れ
る
。
一
九
二
〇
年
代
後
半
に
は
『
明

治
維
新
神
仏
分
離
史
料
』
が
刊
行
さ
れ
た
。
仏
教
史
と
関
わ
る
議
論

で
は
、「
廃
仏
毀
釈
」
と
繫
げ
た
把
握
が
な
さ
れ
、
神
仏
習
合
も
視

野
に
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
議
論
は
、
後
の

諸
研
究
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
っ
た
。

　

一
九
七
〇
年
代
後
半
の
安
丸
良
夫
の
研
究
に
よ
り
、
近
代
天
皇
制

国
家
の
支
配
体
制
と
民
衆
と
の
葛
藤
が
宗
教
の
側
面
か
ら
照
射
さ
れ

た
が
、
そ
れ
を
一
つ
の
契
機
と
し
て
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
近
代
史

や
神
道
史
の
立
場
か
ら
の
取
り
組
み
が
大
き
く
進
展
し
た
。
神
道
史

の
立
場
か
ら
、
神
仏
習
合
の
転
換
や
「
廃
仏
毀
釈
」
と
い
っ
た
事
柄

自
体
が
再
検
討
さ
れ
た
こ
と
は
、
重
要
な
成
果
と
思
わ
れ
る
。

　

神
仏
分
離
を
「
廃
仏
毀
釈
」
や
「
仏
教
抑
圧
」
と
繫
げ
た
議
論
は
、

そ
れ
が
依
拠
す
る
神
社
関
係
法
令
の
文
面
と
必
ず
し
も
合
致
し
て
い

な
い
。
神
社
か
ら
仏
教
的
要
素
を
除
く
法
令
が
注
目
さ
れ
、
寺
院
か

ら
神
道
的
要
素
を
除
く
こ
と
な
ど
を
命
じ
た
寺
院
関
係
法
令
は
取
り

上
げ
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
偏
っ
た
議
論
と
な

っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
る
と
、
仏
教
に
と
っ
て
の
法
難

史
観
的
な
議
論
の
相
対
化
（
否
定
で
は
な
い
）
が
、
神
仏
分
離
研
究
に
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は
求
め
ら
れ
よ
う
。

　

ま
た
、
明
治
維
新
（
神
仏
判
然
令
）
か
ら
神
仏
分
離
で
、
そ
れ
以
前

は
神
仏
習
合
と
い
う
過
度
な
単
純
化
が
し
ば
し
ば
な
さ
れ
、
こ
れ
に

対
し
、
そ
れ
以
前
も
分
離
し
て
い
た
こ
と
や
、
多
様
な
分
離
が
あ
っ

た
こ
と
が
主
張
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
の
議
論

は
、
次
に
挙
げ
る
分
析
事
項
を
必
ず
し
も
踏
ま
え
て
お
ら
ず
、
更
な

る
検
討
の
余
地
を
残
し
て
い
る
。

　

分
析
事
項
の
第
一
は
、
神
仏
分
離
を
め
ぐ
る
諸
主
体
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
一
枚
岩
で
な
く
、
相
互
に
関
係
し
合
う
政
府
・

寺
社
・
住
民
の
内
の
、
ど
の
主
体
の
動
向
な
の
か
を
区
別
し
て
、
分

析
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。

　

第
二
は
、
分
離
の
対
象
で
あ
る
。
施
設
（
寺
社
）・
人
（
宗
教
者
）・

モ
ノ
（
神
仏
像
・
典
籍
な
ど
）
は
法
令
上
で
も
区
別
さ
れ
て
お
り
、
何

の
分
離
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
か
を
踏
ま
え
て
検
討
す
る
必
要
が
あ

る
。

　

第
三
は
、
分
離
の
レ
ベ
ル
で
あ
る
。
制
度
上
の
分
離
な
の
か
、
空

間
的
な
分
離
な
の
か
、
特
定
の
言
葉
の
禁
止
な
ど
用
語
上
の
問
題
な

の
か
、
或
い
は
思
想
（
信
仰
）
の
中
身
に
踏
み
込
ん
だ
問
題
な
の
か
、

と
い
っ
た
様
々
な
レ
ベ
ル
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

加
え
て
第
四
に
、
神
仏
分
離
の
時
期
差
・
時
代
差
の
問
題
も
あ
る
。

慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
以
降
の
時
期
的
段
階
差
は
勿
論
だ
が
、
そ

の
前
提
と
な
る
近
世
の
状
況
も
重
要
と
な
る
に
違
い
な
い
。

　

関
連
し
て
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
近
世
史
研
究
で
は
宗
教
論
が
盛

り
上
が
り
を
見
せ
、
神
仏
分
離
を
め
ぐ
る
知
見
も
提
起
さ
れ
た
。
こ

こ
で
の
国
家
論
・
社
会
論
と
積
極
的
に
関
連
づ
け
た
把
握
は
、
明
治

維
新
期
の
神
仏
分
離
の
研
究
に
と
っ
て
も
有
効
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

身
分
的
分
離
や
宗
派
的
分
離
な
ど
の
独
自
の
性
格
を
伴
い
つ
つ
、
近

世
に
も
神
仏
分
離
は
確
認
で
き
る
。
し
か
し
、
分
離
し
て
い
な
い
局

面
も
確
実
に
あ
る
た
め
、
一
概
に
分
離
し
て
い
た
と
は
言
い
切
れ
な

い
。
地
域
差
・
宗
派
差
に
も
注
意
を
要
す
る
。
そ
れ
が
ひ
い
て
は
、

明
治
維
新
期
の
神
仏
分
離
政
策
へ
の
反
応
の
差
と
も
な
っ
た
こ
と
が

想
定
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
近
世
と
近
代
の
様
々
な
交
錯
の
在
り
よ
う

を
把
握
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

　

明
治
維
新
期
の
神
仏
分
離
を
理
解
す
る
上
で
は
、
近
代
化
（
国
民

国
家
化
・
資
本
主
義
化
・
市
民
社
会
化
）
の
一
環
を
な
す
国
民
国
家
化
が

重
要
な
意
味
を
持
つ
だ
ろ
う
。
日
本
で
は
「
神
道
」
を
結
集
軸
と

す
る
国
民
国
家
化
（
国
民
統
合
）
が
進
行
し
た
。
こ
こ
で
の
「
神
道
」

は
、
神
祇
信
仰
と
い
う
よ
り
も
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
表
現
で
あ
る
。

「
神
道
」
の
組
織
的
基
盤
と
な
る
皇
室
・
神
社
・
神
職
な
ど
を
仏
教

と
分
離
す
る
必
要
が
生
じ
、
政
策
が
遂
行
さ
れ
た
。「
神
道
」
は

様
々
な
試
行
錯
誤
を
経
て
、
近
代
日
本
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
し
て

定
着
し
て
ゆ
く
。
ま
た
、
仏
教
も
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
構
成
要
素
と

な
っ
た
。
こ
れ
は
宗
教
史
の
問
題
で
あ
る
と
共
に
、
宗
教
史
を
超
え

た
問
題
で
あ
る
。
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神
仏
分
離
と
「
廃
仏
毀
釈
」
に
よ
っ
て
日
本
人
の
精
神
構
造
が
大

き
く
転
換
し
、
過
剰
同
調
的
特
質
が
付
与
さ
れ
た
と
い
う
安
丸
良
夫

の
主
張
は
一
見
奇
異
だ
が
、「
神
道
」
を
結
集
軸
と
す
る
国
民
国
家

化
と
い
う
脈
絡
で
捉
え
る
と
、
そ
れ
な
り
に
頷
け
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
よ
う
に
近
代
化
な
い
し
近
代
史
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
こ
と
で
、

明
治
維
新
期
の
神
仏
分
離
は
私
た
ち
に
と
っ
て
、
よ
り
身
近
な
存
在

と
な
る
だ
ろ
う
。

コ
メ
ン
ト�

（
林
淳
）

　

三
人
の
個
性
豊
か
な
発
表
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
が
、
三
つ
の
発

表
を
統
合
し
て
議
論
を
進
展
さ
せ
る
こ
と
は
無
理
だ
と
感
じ
た
。
各

発
表
者
は
、
自
ら
の
関
心
に
そ
っ
て
固
有
の
課
題
を
掘
り
起
こ
し
て

お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
貴
重
な
仕
事
に
な
っ
て
い
る
が
、
相
互
の
関
係

性
は
ほ
ぼ
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
発
表
者
が
他
の
発
表
を
気
に
し
て

い
る
素
振
り
は
、
私
に
は
見
え
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
私
は
コ

メ
ン
テ
ー
タ
ー
と
し
て
、
三
人
の
発
表
者
の
固
有
の
課
題
を
尊
重
し
、

そ
れ
ぞ
れ
に
角
度
を
か
え
な
が
ら
質
問
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

　

桐
原
氏
の
発
表
で
は
、
水
戸
学
と
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
先
行
の
政
治

集
団
で
あ
り
、
排
耶
論
は
自
己
主
張
を
す
る
回
路
で
あ
っ
た
と
い
う

二
点
が
強
調
さ
れ
て
い
た
。
ど
ち
ら
も
幕
末
思
想
史
を
考
え
る
上
で

重
要
な
論
点
だ
と
思
わ
れ
る
。
桐
原
氏
に
は
、
三
つ
の
質
問
が
あ
る
。

第
一
に
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
先
行
の
水
戸
学
と
、
排
耶
論
の
回
路
は
、

ど
の
よ
う
な
関
係
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
回
路
は
ど
の
よ
う
に
形

成
さ
れ
た
の
か
。
第
二
に
、
排
耶
論
は
、
廃
仏
毀
釈
に
は
ど
の
よ
う

に
つ
な
が
っ
た
の
か
、
つ
な
が
ら
な
か
っ
た
の
か
。
こ
れ
は
、
桐
原

氏
の
直
接
の
関
心
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
見
通
し
を
聞
か
せ

て
ほ
し
い
。
第
三
に
、
近
世
前
期
の
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
の
時
に
、
キ

リ
ス
ト
教
は
邪
教
だ
と
い
う
反
キ
リ
ス
ト
教
の
言
論
が
出
て
き
た
が
、

そ
の
時
の
議
論
と
幕
末
の
排
耶
論
と
の
違
い
は
、
ど
こ
に
あ
る
の
か
。

　

上
野
氏
の
発
表
の
よ
さ
は
、
近
世
宗
教
社
会
史
研
究
と
近
代
宗
教

史
を
関
連
づ
け
る
こ
と
を
め
ざ
し
、
近
代
の
神
仏
分
離
・
廃
仏
毀
釈

研
究
、
国
家
神
道
研
究
で
問
題
に
な
っ
た
点
（
問
題
に
さ
れ
ず
に
見
過

ご
さ
れ
た
点
）
を
再
検
討
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
発
表
の

な
か
で
印
象
的
で
あ
っ
た
の
は
、
二
点
あ
る
。
第
一
に
、
近
世
宗
教

社
会
史
の
な
か
で
は
、
近
世
に
分
離
が
あ
っ
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て

い
る
。
確
か
に
高
埜
利
彦
は
、
一
七
世
紀
後
期
の
会
津
藩
、
水
戸
藩

な
ど
で
「
プ
レ
神
仏
分
離
」
が
あ
っ
た
と
述
べ
、
引
野
亨
輔
は
、
本

山
、
本
所
支
配
の
な
か
で
宗
教
者
の
職
分
の
分
離
が
あ
っ
た
こ
と

を
指
摘
し
た
。
第
二
に
、
神
仏
分
離
に
つ
い
て
、
①
諸
主
体
、
②

分
離
の
対
象
、
③
分
離
の
レ
ベ
ル
、
④
時
期
差
・
時
代
差
と
腑
分
け

し
て
分
析
を
進
め
る
べ
き
だ
と
提
言
し
た
。
つ
ぎ
に
私
は
、
二
つ
の

質
問
を
用
意
し
た
。
第
一
に
、
法
令
上
は
、「
神
仏
判
然
」
で
あ
っ

て
「
神
仏
分
離
」
で
は
な
い
。
と
す
る
と
「
分
離
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
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先
行
さ
せ
る
こ
と
は
危
険
で
は
な
い
か
。
神
仏
判
然
令
の
起
草
者
は
、

神
社
空
間
の
「
混
淆
」
→「
判
然
」
を
求
め
た
の
で
あ
っ
て
、
何
か

と
何
か
を
「
分
離
」
し
よ
う
と
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
用
語
の

成
立
史
の
問
題
を
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
。
第
二
に
、
羽
賀
祥
二
を

ひ
き
な
が
ら
、
神
道
に
よ
る
国
民
統
合
が
図
ら
れ
た
と
あ
っ
た
が
、

本
当
で
あ
ろ
う
か
。
神
道
に
よ
る
国
民
統
合
は
、
一
部
の
国
学
者
を

除
き
、
現
実
の
政
治
を
動
か
し
て
い
た
人
は
誰
も
期
待
し
て
い
な
か

っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
明
治
憲
法
、
教
育
勅
語
で
は
、
神
道
で
は
な
く
、

皇
室
・
天
皇
が
、
国
民
統
合
の
た
め
に
持
ち
出
さ
れ
た
の
で
は
な
い

か
。

　

青
野
氏
の
発
表
を
聞
い
て
、
そ
こ
に
神
田
秀
雄
、
桂
島
宣
弘
の
名

前
が
出
て
き
た
こ
と
に
新
鮮
な
驚
き
を
感
じ
、
個
々
の
研
究
者
が
属

す
る
世
代
を
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。
私
は
、
神
田
、
桂
島
と
同
世
代

の
人
間
な
の
で
、
か
れ
ら
を
同
時
代
の
研
究
者
と
し
て
関
心
を
も

つ
。
か
れ
ら
の
行
な
っ
て
き
た
業
績
よ
り
も
、
か
れ
ら
が
つ
ぎ
に
何

に
挑
戦
す
る
の
か
に
関
心
は
あ
る
。
し
か
し
青
野
氏
の
世
代
で
あ
れ

ば
、
神
田
、
桂
島
が
過
去
の
研
究
史
上
の
人
に
見
え
て
も
、
何
ら
お

か
し
く
は
な
い
。
そ
の
人
が
、
ど
う
い
う
世
代
に
属
す
る
か
で
、
同

じ
風
景
を
見
て
い
て
も
、
そ
こ
で
何
を
感
じ
と
り
、
何
を
学
び
と
る

も
の
が
違
う
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
二
つ
の
質
問
を
し
た
い
。

第
一
に
、
今
回
の
発
表
レ
ジ
ュ
メ
で
は
、
図
が
出
て
き
て
い
る
。
図

を
使
う
こ
と
は
、
何
ら
問
題
で
は
な
い
が
、
最
後
の
結
論
部
が
図
で

説
明
さ
れ
る
こ
と
に
は
違
和
感
を
も
つ
。
図
は
、
類
型
化
す
る
に
は

有
用
だ
が
、
細
部
を
つ
め
る
に
は
適
切
な
も
の
で
は
な
く
、
図
で
大

事
な
こ
と
を
見
え
な
く
し
て
し
ま
う
こ
と
は
あ
る
。
た
と
え
ば
「
国

家
」
と
い
っ
て
も
村
上
重
良
と
安
丸
良
夫
で
は
違
う
。
ま
た
安
丸

と
小
沢
浩
を
同
じ
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
れ
て
い
る
が
、
小
沢
は
、
む
し

ろ
村
上
に
近
い
グ
ル
ー
プ
で
は
な
い
か
。
と
ま
れ
図
で
結
論
を
し
め

す
こ
と
は
、
や
め
た
方
が
よ
い
。
結
論
は
文
章
で
書
か
れ
る
べ
き

だ
。
第
二
に
、「
民
衆
宗
教
」
じ
た
い
が
、
研
究
者
が
対
象
を
選
択

し
、
そ
れ
を
「
民
衆
宗
教
」
と
呼
ぶ
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
選
択
的

に
対
象
を
定
め
て
い
る
こ
と
が
悪
い
と
は
考
え
な
い
が
、
個
々
の
研

究
者
を
こ
え
る
共
通
概
念
と
し
て
「
民
衆
宗
教
」
を
使
う
こ
と
は
で

き
る
の
か
。

フ
ロ
ア
か
ら

＊�

青
野
発
表
は
、
民
衆
宗
教
研
究
を
言
説
史
的
に
論
じ
た
も
の
で
あ
り
、
現

在
活
躍
中
の
研
究
者
も
そ
の
対
象
と
し
て
い
た
。
当
日
の
会
場
に
も
桂
島

宣
弘
・
神
田
秀
雄
両
氏
が
参
加
し
て
お
り
、
司
会
か
ら
、
同
発
表
へ
の
コ

メ
ン
ト
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
以
下
の
よ
う
な
ご
回
答
を
得
る
こ
と
が
で
き

た
。
こ
れ
は
長
く
民
衆
宗
教
研
究
に
携
わ
っ
て
き
た
研
究
者
に
よ
る
発
言

で
あ
り
、
記
録
に
残
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
、
こ
こ
に
掲
げ
る
次
第
で
あ

る
。
急
な
求
め
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
に
応
じ
て
下
さ
っ
た
両
氏
に
は
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59　カミとホトケの幕末維新

心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
た
い
（
桐
原
）。

　

桂
島
氏
か
ら
は
、「
民
衆
宗
教
」
と
は
あ
く
ま
で
「
方
法
」
で
あ

り
、
そ
れ
を
通
し
て
何
を
見
る
の
か
、
そ
の
語
句
を
選
ん
だ
こ
と
に

よ
っ
て
何
を
明
ら
か
に
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
い
う
コ
メ

ン
ト
が
挙
が
っ
た
。
そ
の
上
で
、
自
身
は
徳
川
時
代
の
キ
ー
ワ
ー
ド

と
し
て
「
神
が
か
り
」
と
「
病
気
な
お
し
」
に
着
目
し
、
現
代
で
は

失
わ
れ
た
そ
う
し
た
行
為
が
実
際
に
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
の
時
代
的

な
意
義
に
つ
い
て
考
え
た
い
と
述
べ
ら
れ
た
。

　

神
田
氏
は
、「
民
衆
宗
教
」
が
サ
バ
ル
タ
ン
と
い
う
概
念
に
影
響

を
受
け
た
も
の
で
あ
り
、
安
丸
の
「
民
衆
」
研
究
は
、「
無
告
の
民
」

の
す
が
た
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
だ
っ
た
と
論
じ
た
。
さ

ら
に
、
如
来
教
な
ど
で
は
、
同
一
教
団
に
お
い
て
も
江
戸
時
代
ま
で

と
近
代
以
降
で
は
性
格
が
大
き
く
異
な
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の

時
々
の
「
民
衆
宗
教
」
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
差
異
を
、
近
代
仏
教

の
展
開
な
ど
も
踏
ま
え
た
上
で
考
え
て
い
く
必
要
性
が
あ
る
と
述
べ

ら
れ
た
。

（
桐
原
健
真
・
金
城
学
院
大
学
教
授
）

（
青
野
誠
・
一
橋
大
学
大
学
院
）

（
上
野
大
輔
・
慶
應
義
塾
大
学
准
教
授
）

（
林
淳
・
愛
知
学
院
大
学
教
授
）
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